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東
日
本
国
際
大
学

東
洋
思
想
研
究
所
所
長

　
　
　
　
　
　

松
　
岡
　
幹
　
夫

　

儒
家
の
思
想
は
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
、
孔
子
が
確
立
し
、
孟
子
や
荀
子
等
が
発
展
さ
せ
た
。
や
が
て
古
代
の
中
国
で
思
想
界
の
中
心
を
占

め
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
が
ア
ジ
ア
各
国
に
広
が
り
、
一
つ
の
世
界
精
神
に
ま
で
な
っ
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
朱
子
学
の
功
績
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

　

朱
子
学
を
唱
え
た
朱
子
（
朱
熹
）
は
、
十
二
世
紀
の
宋
代
に
活
躍
し
た
儒
者
で
あ
る
。
儒
学
の
体
系
化
を
試
み
、
道
教
や
仏
教
の
思
想
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、世
界
や
人
間
を
仏
教
的
な
「
理
」
と
道
教
的
な
「
気
」
の
二
元
論
で
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
。

「
理
」
は
禅
仏
教
を
経
由
し
た
華
厳
思
想
か
ら
、「
気
」
は
道
教
の
宇
宙
生
成
論
か
ら
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。

　

朱
子
は
、
仏
教
に
対
し
て
も
道
教
に
対
し
て
も
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
。
論
敵
を
叩
き
な
が
ら
、
敵
の
論
理
を
換
骨
奪
胎
し
て
自
分
の

中
に
取
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。「
賢
者
は
敵
か
ら
多
く
を
学
ぶ
」
と
い
う
古
い
格
言
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
地
で
行
っ
た
の
が
朱
子
で
あ
る
。

　

朱
子
学
の
登
場
に
よ
っ
て
、
儒
学
は
時
代
や
文
化
を
超
え
た
世
界
性
を
獲
得
し
た
。
普
遍
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
個
人
、
家
族
、
国
家
、

宇
宙
を
統
一
的
に
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
道
徳
と
統
治
の
理
念
を
導
き
出
す
。
朱
子
学
の
壮
大
か
つ
現
実
的
な
構
想
は
、
時
代
と
国
を
越
え
る

確
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
や
日
本
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
定
着
し
、
今
日
に
み
ら
れ
る
儒
教
の

一
大
文
化
圏
を
形
成
し
た
。
朱
子
学
は
一
種
の
創
作
儒
教
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
創
作
な
く
し
て
は
孔
子
の
世
界
化
も
な
か
っ
た
。
や

は
り
朱
子
こ
そ
が
、
孔
子
の
重
要
な
後
継
者
な
の
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、
現
代
の
儒
学
者
に
は
孔
子
の
思
想
を
さ
ら
に
世
界
化
す
る
責
務
が
あ
ろ
う
。
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
、
も
は
や
儒
学
文
化

が
東
ア
ジ
ア
の
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
西
欧
や
中
東
、
ア
フ
リ
カ
等
の
思
想
と
も
融
合
し
た
、
真
に
世
界
的

な
儒
学
思
想
を
追
求
す
べ
き
時
代
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
当
研
究
所
で
も
、
世
界
の
優
れ
た
諸
思
想
と
孔
子
の
思
想
を
比
較
考
察
し
、
新
し
い
儒
学
の
あ
り
方
を
模
索
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
必
要
に
な
る
の
は
、
新
た
な
統
合
軸
の
思
想
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
、
東
ア
ジ
ア
的
な
色
彩
が
濃
い
儒
学
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
経
典
『
法
華
経
』
に
求
め
た
い
。

　

朱
子
学
も
統
合
軸
の
一
つ
に
禅
関
係
の
仏
教
を
置
い
た
が
、
禅
は
仏
教
の
一
つ
の
立
場
を
代
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、『
法

華
経
』
に
は
仏
の
す
べ
て
の
教
え
を
統
一
す
る
思
想
性
（
一
仏
乗
）
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
（
諸
法
）
を
究
極
の
真
理
（
実
相
）

と
み
な
す
か
ら
、
そ
の
統
合
力
は
仏
教
以
外
の
思
想
・
哲
学
・
宗
教
に
も
及
ぶ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
新
儒
学
を
展
望
す
る
者
に
と
っ
て
、『
法

華
経
』
の
持
つ
無
限
の
統
合
力
ほ
ど
魅
力
的
な
も
の
は
な
か
ろ
う
。

　

も
し
「
法
華
経
儒
学
」
が
成
立
し
た
ら
、
い
か
な
る
思
想
世
界
が
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
聖
人
の
道
か
ら
人
間
の
道
へ
、
無
欲
か
ら

活
欲
へ
、
道
徳
か
ら
智
慧
へ
、
理
気
説
か
ら
生
命
論
へ
―
―
恐
ら
く
、
そ
の
よ
う
に
人
間
的
で
自
由
闊
達
な
儒
学
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
夢
想
し
つ
つ
、
本
誌
『
研
究
東
洋
』
の
一
層
の
充
実
・
発
展
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
　

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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■
特
集
①　

二
〇
一
五
年
第
六
回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
多
文
化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思
想
」
■

　

去
る
二
〇
一
五
年
八
月
六
日
か
ら
九
日
に
か
け
て
、
韓
国
成
均
館

大
学
儒
学
文
化
研
究
所
主
催
の
も
と
、「
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
で
六
回
目
と
な
る
三
ヶ
国
連

携
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
多
文
化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思
想
」

を
総
合
題
目
と
定
め
、
下
記
の
よ
う
な
日
程
の
も
と
多
彩
な
講
演
発

表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

本
学
か
ら
は
、
緑
川
浩
司
理
事
長
を
団
長
と
し
、
森
田
実
本
学
客

員
教
授
ご
夫
妻
、
松
岡
幹
夫
東
洋
思
想
研
究
所
長
、
松
本
優
梨
本
学

東
洋
思
想
研
究
所
副
所
長
、
城
山
陽
宣
東
洋
思
想
研
究
所
主
任
研
究

員
、
山
田
紀
浩
教
授
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

　

八
月
六
日
午
後
に
羽
田
空
港
を
出
発
し
、
翌
七
日
に
は
成
均
館
大

学
校
六
〇
〇
周
年
記
念
館
で
、Ⅲ
部
構
成
の
国
際
学
術
会
議
に
出
席
、

基
調
講
演
等
を
行
い
ま
し
た
。
翌
日
は
儒
学
に
ま
つ
わ
る
文
化
施
設

を
探
訪
し
、
翌
九
日
午
前
中
に
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
充
実
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
お
よ
び
そ
の
後
、
短
期

学
術
出
張
と
し
て
成
均
館
大
学
に
滞
在
し
た
城
山
主
任
研
究
員
の
報

告
に
つ
い
て
は
、
本
誌
掲
載
の
基
調
講
演
と
報
告
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日
（
木
）
〜
九
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　

韓
国　

成
均
館
大
学
校　

六
〇
〇
周
年
記
念
館

六
階　

尖
端
講
義
室

　
　
　
　
　
　

第
六
回
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　

基
調
講
演　

　
　

　
　
　
　
　

演　

題　

「
多
文
化
時
代
の
『
心
の
創
世
』」

　
　
　
　
　

講　

師　

学
校
法
人
昌
平
黌
理
事
長　

　
　

緑
川
浩
司

　
　
　
　
　

主
題
発
表

　
　
　
　
　

演　

題　

「
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
歴
史
と
現
状
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
し
て
未
来
の
可
能
性
」

　
　
　
　
　

講　

師　

東
日
本
国
際
大
学
客
員
教
授　

　

森
田　

実

　
　
　
　
　

演　

題　

「
私
と
い
う
宇
宙
―
地
球
仏
教
者
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」

　
　
　
　
　

講　

師　

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
長

　

松
岡
幹
夫



5

■特集①：第六回日中韓国際シンポジウム
　
　
　
　
　

演　

題　

「
儒
家
思
想
で
の
〝
私
〞
と
〝
私
た
ち
〞」

　
　
　
　
　

講　

師　

東
日
本
国
際
大
学
儒
学
文
化
研
究
所
長徐

坰
遙

　
　
　
　
　

演　

題　
「
先
秦
社
会
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
忠
』
思
想
の
形
成
と
展
開
」

　
　
　
　
　

講　

師　

 
東
日
本
国
際
大
学
儒
学
文
化
研
究
所
主
任
研
究
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

城
山
陽
宣

　
　

平
成
二
十
七
年
八
月
八
日
（
土
）

　
　
　
　
　

十
時
〜
十
六
時

　
　
　
　
　

儒
学
に
ま
つ
わ
る
文
化
施
設
探
訪

　
　
　
　
　

十
六
時
〜
十
七
時

　
　
　
　
　

座
談
会

術
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〝

〞

〝

〞

報　

告
①

　

第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
参
加
記

報　

告
②

　

 「
韓
国
儒
教
研
究
の
「
現
在
」　

―
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
滞
在
記
」

城
山　

陽
宣
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■特集①：第六回日中韓国際シンポジウム　基調講演

１
．「
心
の
創
世
」
へ

　

現
在
の
国
際
社
会
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
急
速
な
進
展
に
伴
い
、

温
暖
化
や
金
融
危
機
の
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
国
で
は
対

応
が
困
難
な
諸
問
題
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
え
、
情
報
や

資
本
、
労
働
、
時
に
は
疫
病
さ
え
も
が
国
境
を
超
え
て
移
動
し
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
ボ
ー
ダ
レ
ス
な
世
界
に
あ
っ
て
は
、
我
が
国
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
民
族
の
文
化
的
な
多
様
性
が
こ
れ
ま

で
以
上
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
多
文
化

の
共
存
・
共
生
が
時
代
の
要
請
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
経
済
分
野
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
が
顕
著
で

す
が
、
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
資
源
開
発
の
利
害
を
め
ぐ
っ
て

し
の
ぎ
を
削
る
よ
う
な
競
争
原
理
に
人
々
が
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
で
す
。
多
文
化
の
共
存
・
共
生
が
共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
、

私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、利
害
を
め
ぐ
る
競
争
で
は
な
く
、

「
共
生
」
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
勝
者
も

敗
者
も
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
が
「
勝
者
」
と
な
る
「W

in-W
in

」
の
世

界
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
と
、
あ
ま
り
に
理
想
主
義
的
過
ぎ
る
と
言

わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
私
自
身
が
儒
学
の
思

想
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
市
場
経
済
の
営
み
に
う
ま
く
適

応
し
た
人
だ
け
が
独
り
勝
ち
す
る
よ
う
な
弱
肉
強
食
の
社
会
は
ど
う

見
て
も
健
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
者
が
不
幸
で
あ
る
限
り
、
自
身

の
幸
福
も
な
い
の
だ
と
い
う
「
共
生
」
の
感
覚
は
ま
さ
に
儒
教
的
精

神
の
地
下
水
脈
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
の

で
す
。

　

急
激
な
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
が
、
異
な
る
文
化
の
接
触
に

よ
っ
て
起
こ
る
葛
藤
を
い
っ
そ
う
深
刻
化
さ
せ
て
も
お
り
ま
す
。
異

質
な
文
化
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
の
か
と
い
う
課
題
は
、
ま
す

ま
す
重
み
を
増
し
て
い
ま
す
。「
多
様
性
の
中
の
調
和
」
と
い
う
多

文
化
時
代
の
課
題
に
ど
う
対
処
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
私
は
ま
っ
た
く
楽
観
的
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
ば
、こ
れ
こ
そ
儒
学
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
す
。

基
調
講
演　

多
文
化
時
代
の
『
心
の
創
世
』

緑
　
川

　
浩

　
司

学
校
法
人
昌
平
黌　

理
事
長

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
教
授
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す
な
わ
ち
、
儒
学
は
、
他
人
を
思
い
や
る
心
の
豊
か
さ
を
ど
う
実
現

す
る
か
と
い
う
こ
と
を
第
一
義
と
し
て
お
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
時
代
、
そ
し
て
ま
た
多
文
化
共
生
の
時
代
に
は
、
そ
れ
を
担
う

に
ふ
さ
わ
し
い
精
神
性
が
必
要
な
は
ず
で
す
。
い
わ
ば
〝
精
神
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
〞
と
い
う
べ
き
も
の
が
時
代
の
要
請
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
私
は
こ
こ
で
「
心
の
創
世
」
と
名
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

多
文
化
の
共
存
と
い
っ
て
も
、
原
点
は
現
実
に
生
き
て
い
る
私
た

ち
人
間
で
あ
り
ま
す
。で
す
か
ら
、「
人
間
」と
い
う
共
通
基
盤
に
立
っ

て
共
存
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
、
一
見
迂
遠
な
道
の
よ

う
に
見
え
て
、
最
も
確
実
な
王
道
で
あ
る
と
私
は
確
信
し
て
お
り
ま

す
。

「
人
間
」
こ
そ
異
文
化
と
共
生
す
る
た
め
の
土
台
で
あ
り
ま
す
。
お

互
い
が
人
間
を
人
間
と
し
て
認
め
、
尊
敬
し
合
う
。
互
い
に
学
び
合

い
、
恩
恵
を
与
え
合
う
。
そ
れ
が
当
た
り
前
の
行
動
と
な
っ
た
と
き

に
、
人
間
は
真
の
人
間
と
な
る
の
で
す
。
世
界
市
民
と
な
り
う
る
の

で
す
。
自
分
の
た
め
だ
け
に
生
き
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
他

人
の
た
め
に
自
分
が
犠
牲
に
な
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
他
共
の

幸
福
を
目
指
す
こ
と
が
「
心
の
創
世
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
他
者

と
の
共
生
の
上
に
こ
そ
真
の
幸
福
が
成
立
す
る
の
で
す
。

２
．
修
己
治
人

　

人
間
と
い
う
共
通
の
基
盤
に
立
っ
た
時
、
数
千
年
の
歴
史
の
風
雪

に
耐
え
て
き
た
儒
学
の
教
え
が
不
変
の
光
を
放
ち
ま
す
。

　

儒
学
で
は
、
周
知
の
通
り
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
を
重
視
し
、

人
倫
の
道
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
儒
教
の
儒
教
た
る
所
以
は
、
人
倫

の
道
、
す
な
わ
ち
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
道
を
説
い
た
と
こ
ろ

に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
そ
の
儒
教
的
精
神
の
核
心
と
は
何
か
と
言
え
ば
、「
修

己
治
人
」
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
修
己
」
と
は
、
個
人
の
修
養
で
あ
り
ま
す
。「
修
身
」
と
言
い
換

え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
た
ち
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、「
修

身
」
と
か
「
修
養
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
今
日
で
は
敬
遠
さ
れ
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
儒
教
に
対
す
る
無
理
解
や
誤
解
が
原
因
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
は
押
し
付
け
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、「
修
身
」
は
そ
も
そ
も
強
制
と
は
無
縁
で
す
。
そ
れ
は
、

自
ら
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
自
発
的
な
意
思
と
不
断
の
努
力
に
の

み
あ
る
も
の
で
す
。

「
修
己
」
と
は
、「
治
人
」
と
一
体
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

社
会
に
貢
献
す
る
人
材
と
し
て
の
活
躍
が
「
治
人
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
社
会
貢
献
と
は
、
要
す
る
に
人
の

た
め
に
尽
く
す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
の
「
修
養
」
で
あ
り
、
学
問

な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
儒
学
は
、「
修
己
」
と
「
治
人
」
を

調
和
的
に
統
合
す
る
学
問
で
あ
り
ま
す
。
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さ
て
、
日
本
で
は
近
年
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
と
み
に

重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
就
職
試
験
な
ど
で
も
、
学

生
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
有
無
が
厳
し
く
問
わ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

に
乏
し
い
若
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
日
本
的
な
現
実
が
背
景
に
あ

り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
事
態
の
原
因
は
一
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
情
報
化

の
洪
水
の
中
で
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
（
仮
想
現
実
）
に

ど
っ
ぷ
り
つ
か
る
あ
ま
り
、
生
き
生
き
と
し
た
現
実
と
の
触
れ
合
い

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
一
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

こ
こ
で
「
生
き
生
き
と
し
た
現
実
と
の
触
れ
合
い
」
と
言
い
ま
し

た
の
は
、
こ
れ
こ
そ
人
間
と
人
間
と
の
触
れ
合
い
を
意
味
し
て
い
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
他
者
と
の
触
れ
合
い
な
く
し
て
、
人
間
は
人
間

ら
し
く
生
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
鏡
な
し
に
化
粧
す
る
こ
と
が

難
し
い
よ
う
に
、
他
者
と
い
う
存
在
な
し
に
自
分
自
身
を
見
つ
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
人
間
は
一
人
で
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。そ
れ
は
他
の
動
物
で
あ
っ
て
も
同
様
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

儒
学
の
思
想
の
出
発
点
は
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
が
他
の
人
と
の

共
存
・
共
生
を
前
提
に
し
た
生
き
方
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

し
か
も
、
自
己
と
他
者
が
同
一
の
徳
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
前
提

に
立
っ
て
お
り
ま
す
。『
論
語
』
の
「
徳
は
孤
な
ら
ず
、必
ず
鄰
あ
り
」

と
の
有
名
な
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の

「
徳
性
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
「
人
間
力
」
と
い
う
言
葉

で
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

儒
教
で
最
高
の
徳
目
と
さ
れ
る
の
は
「
仁
」
で
あ
り
ま
す
。「
仁
」

と
は
人
を
愛
す
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
人
を
思
い
や
る
慈
愛
の
心

で
す
。
仏
教
で
い
う
慈
悲
に
通
じ
ま
す
。
仏
典
に
は
慈
悲
と
仁
を
合

わ
せ
た
「
慈
仁
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
「
仁
は
人

な
り
」と
言
わ
れ
ま
す
。要
す
る
に
人
間
関
係
で
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、

「
仁
」
は
、
あ
く
ま
で
人
間
関
係
を
基
盤
と
し
て
、
互
い
の
立
場
を

思
い
や
る
関
係
の
中
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
は
、
多
文
化
時
代
に
世
界
人
と
し
て
生
き
る
私
た
ち

の
心
構
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

人
間
関
係
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
お
互
い
が
相
手
の
立

場
に
立
っ
て
考
え
行
動
す
る
こ
と
で
す
。
と
は
い
え
、
狭
い
自
己
中

心
性
を
乗
り
越
え
な
い
限
り
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
利
己
主
義
を
克
服
す
る
知
恵
の
数
々
が

『
論
語
』
な
ど
の
古
典
に
は
、
宝
の
よ
う
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
は
仏
典
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
話
で
す
が
、
あ
る
人
が
地
獄
に

行
っ
た
と
こ
ろ
、
皆
が
御
馳
走
を
前
に
し
な
が
ら
、
食
べ
ら
れ
ず
に

苦
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
ハ
シ
が
自
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分
の
手
よ
り
も
長
く
て
、
口
に
食
べ
物
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
の
で
す
。

　

次
に
、
そ
の
人
は
仏
国
土
へ
行
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
も
皆

の
ハ
シ
は
手
よ
り
も
長
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
皆
が
満
足
し
て
食

べ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
や
っ
て
食
べ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
お
互

い
に
、
自
分
の
口
で
は
な
く
相
手
の
口
に
食
べ
物
を
入
れ
て
あ
げ
て

い
た
の
で
す
。

『
論
語
』〈
顔
淵
第
十
二
〉
に
も
、「
己
に
克
ち
て
礼
に
復
す
る
を
、

仁
と
為
す
」
と
あ
り
ま
す
。
利
己
を
抑
え
、
人
間
社
会
の
規
範
と
な

る
「
礼
」
を
実
践
す
る
こ
と
が
「
仁
」
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
皆
が
〝
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
〞
と
い
う
心
を
捨
て

去
り
、「
開
か
れ
た
心
」
で
相
手
の
こ
と
を
第
一
義
に
考
え
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
信
頼
の
固
い
絆
で
結
ば
れ
、
平
和
で
安
心

な
共
生
社
会
も
実
現
す
る
の
で
す
。

３
．「
中
庸
」
の
精
神

　

他
の
人
と
の
調
和
あ
る
関
係
を
維
持
し
、深
め
て
い
く
た
め
に
は
、

「
中
庸
」
の
精
神
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
現
代
世
界
の
混
迷
と
い

う
の
も
、
そ
の
多
く
は
「
中
庸
」
の
道
理
を
踏
み
外
し
た
と
こ
ろ
に

生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。過
度
の
経
済
開
発
競
争
、

際
限
な
き
欲
望
の
肥
大
化
、
拡
大
化
す
る
一
方
の
貧
富
の
格
差
、
憎

悪
と
不
信
に
彩
ら
れ
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
―
―
。
自
制
と
節
度
を
失
っ
た

自
我
の
暴
走
が
今
の
混
迷
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り

ま
せ
ん
。

『
中
庸
』
に
は
、「
人
心
惟こ

れ
危
う
く
、
道
心
惟
れ
微び

な
り
。
惟
れ

精せ
い

惟
れ
一い

つ

、
允ま

こ
と

に
厥そ

の
中ち

ゅ
う

を
執と

れ
」 （
偽
尚
書
古
文
、
大
禹
謨
）
と

あ
り
ま
す
。
人
の
心
は
情
や
物
欲
に
惑
わ
さ
れ
や
す
い
危
う
さ
が
あ

り
、
不
安
定
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
理
に
適か

な

っ
た
心
は

微か
す

か
な
も
の
で
明
ら
か
に
す
る
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。

故
に
、
人
心
と
道
心
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
つ
つ
、
一
つ
の
も
の
に
統

合
し
、調
和
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、

人
心
と
道
心
の
い
ず
れ
か
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
と
も
に

生
か
し
つ
つ
、
最
も
適
切
な
と
こ
ろ
で
均
衡
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
の
意
味
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、「
中
を
執
れ
」
と
言
っ
た
こ

と
に
対
応
す
る
態
度
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

も
と
よ
り
「
中
」
と
は
真
ん
中
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
左
翼
・
右
翼
と
い
う
単
純

な
立
て
分
け
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
ど
ち
ら
に
も
与く

み

し
な
い
中
道

主
義
と
い
う
立
場
も
あ
り
ま
す
。
ひ
ど
い
の
は
、
例
え
ば
「
中
道
左

派
」
な
る
言
い
方
で
す
。
こ
れ
は
、
左
で
も
右
で
も
な
く
、
そ
の
中

間
よ
り
や
や
左
寄
り
と
い
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
し
た
折
衷

主
義
的
な
意
味
で
中
道
を
捉
え
る
こ
と
自
体
、
大
い
な
る
誤
解
で
あ

り
ま
す
。

「
中
道
」「
中
庸
」
の
「
中
」
と
は
、「
あ
た
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
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言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
左
」
に
偏
ら
ず
、「
右
」
に
も
偏
ら
ず
、「
左
」

と
「
右
」
を
と
も
に
包
含
し
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
統
合
・
調
和
さ

せ
つ
つ
、
と
も
に
生
か
す
こ
と
が
正
道
に
適
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私

ど
も
の
東
洋
思
想
研
究
所
の
所
長
で
あ
る
松
岡
博
士
は
、
著
書
の
中

で
「〈
中
〉
の
生
き
方
は
偏
り
を
嫌
う
こ
と
で
な
く
、
偏
り
を
生
か

す
こ
と
で
す
」、
ま
た
「
す
べ
て
を
生
か
す
こ
と
が
本
当
の
偏
り
の

な
さ
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
〈
中
〉
な
の
で
す
…
…
い
か
な
る
性
質
の

人
で
あ
れ
、
誠
実
に
慈
し
み
、
正
し
く
対
応
し
、
真
剣
に
愛
す
る
。

一
切
を
生
か
し
て
い
く
。
そ
れ
が
〈
中
〉
の
心
で
す
」
と
喝
破
し
て

い
ま
す
が
、
そ
こ
に
深
い
洞
察
が
看
取
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
中
庸
』
に
「
君
子
は
中
庸
す
。
小
人
は
中
庸

に
反
す
」、
ま
た
「
中
庸
は
能
く
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
ま

す
よ
う
に
、「
中
庸
」
の
道
に
達
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
克
己
」、
す
な
わ
ち
己
に

克
つ
修
養
の
道
が
儒
学
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

最
古
の
仏
典
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』
に
、「
戦

場
に
お
い
て
百
万
人
の
敵
に
勝
つ
と
も
、
唯
だ
一
つ
の
自
己
に
克
つ

者
こ
そ
、実
に
不
敗
の
勝
利
者
で
あ
る
。
自
己
に
う
ち
克
つ
こ
と
は
、

他
の
人
々
に
勝
つ
こ
と
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」（
中
村
元
訳
）
と

あ
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
中
庸
」「
中
道
」
の
道
理
に
基
づ
く
と
き
、「
公
」

と
「
私
」
の
在
る
べ
き
関
係
も
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
、私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
と
と
も
に
、先
ほ
ど
引
い
た『
論
語
』

の
「
克
己
復
礼
」
の
あ
と
に
、「
一
日
己
に
克
ち
て
礼
に
復
す
れ
ば
、

天
下
仁
に
帰
す
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一
人
一
人
が
普
遍
的
な
規

範
に
則
っ
た
倫
理
的
実
践
と
し
て
の
「
礼
」
に
立
つ
な
ら
ば
、「
公
」

と
「
私
」
の
対
立
し
た
関
係
を
乗
り
越
え
て
、
共
に
生
か
し
合
う
調

和
の
社
会
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

４
．「
活
私
啓
（
開
）
公
」
の
道

　

か
つ
て
日
本
で
は
、「
滅
私
奉
公
」
の
生
き
方
が
推
奨
さ
れ
た
時

代
が
あ
り
ま
し
た
。「
滅
私
奉
公
」
と
は
、
文
字
通
り
私
心
を
殺
し

て
公
共
に
尽
く
す
と
い
う
意
味
で
す
。
個
人
を
犠
牲
に
し
て
で
も
公

の
た
め
に
尽
く
す
生
き
方
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、「
中
庸
」
の
道
理

に
も
外
れ
た
偏
頗
な
生
き
方
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。今
日
で
は
、

個
人
と
社
会
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
、「
公
」
と
「
私
」
を
共

に
生
か
す
「
活
私
啓
（
開
）
公
」
の
道
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
は
、「
滅
私
奉
公
」
の
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
の
た
め
に

尽
く
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
自
分
自
身
の
大
い
な
る
成
長
に
つ
な
が
っ

て
い
る
、
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
自
分
を
活
か
す
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
実
感
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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ま
た
私
た
ち
の
日
常
的
な
場
面
に
お
い
て
も
、
悩
ん
で
い
る
友
人

を
癒
し
、
励
ま
し
た
つ
も
り
が
、
か
え
っ
て
自
分
の
方
が
癒
さ
れ
、

励
ま
さ
れ
た
と
い
う
経
験
は
誰
し
も
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
人
の
「
生
き
る
力
」
を
引
き
出
し
た
分
だ
け
、
自
分
の

「
心
」
が
大
き
く
開
か
れ
る
の
で
す
。
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の

行
動
が
、
自
分
の
心
を
癒
し
て
く
れ
る
と
言
え
ま
す
。
あ
る
仏
典
に

は
、「
喜
ぶ
と
は
自
分
も
他
人
も
共
に
喜
ぶ
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り

ま
す
。
自
分
も
人
も
、
と
も
に
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
の
が
真
実
の
喜

び
で
あ
る
と
の
洞
察
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

ゆ
え
に
、
人
は
決
し
て
孤
立
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
孤
立
さ

せ
て
も
な
ら
な
い
の
で
す
。
人
は
他
者
と
の
豊
か
な
関
わ
り
合
い
の

中
で
こ
そ
、
自
分
自
身
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
他
者
と
の
共
同
性
に
お
い
て
磨
か
れ
、
発

揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度
は
そ
れ
が
公
共
性
を
開
く
力
と
な

り
う
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

自
他
の
関
係
は
、
中
庸
の
実
践
に
お
い
て
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
重
要
な
カ
ギ
と
な
る
の
が
、
儒
教
で
言
う

「
誠
」
で
あ
り
、「
誠
」
の
実
践
こ
そ
中
庸
の
実
践
に
ほ
か
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
。

『
中
庸
』
に
は
「
誠
は
自
ら
己
を
成
す
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
物
を

成
す
所
以
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。「
誠
」
は
自
身
を
完
成
さ
せ
る
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
仁
徳
が
他
の
物
を
も
完
成
へ
と
至
ら
し

め
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
修
己
治
人
」に
即
し
て
言
え
ば
、「
己
を
成
す
」

は
「
修
己
」
で
あ
り
、「
物
を
成
す
」
は
「
治
人
」
に
あ
た
り
ま
す
が
、

こ
の
二
つ
が
誠
の
実
践
に
よ
っ
て
一
つ
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

自
ら
の
「
心
の
拡
大
」
が
、
社
会
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
自

他
の
調
和
的
な
統
合
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
多
文
化
を
活
か
し
統

合
す
る
源
泉
の
力
と
な
る
に
違
い
な
い
と
申
し
上
げ
、
私
の
講
演
を

終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〈
参
考
文
献
〉

『
新
釈
漢
文
大
系　

書
経
下
』
加
藤
常
賢
、
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年

『
論
語
』
吉
川
幸
次
郎
、
朝
日
新
聞
出
版
、
一
九
九
六
年

『
中
庸
章
句
』
朱
熹
、
赤
塚 

忠
、
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年

『
孔
子
家
語
』
孔
安
国
、
宇
野
哲
人
、
明
治
書
院
、
一
九
九
六
年

『
公
共
哲
学
と
は
』
山
脇
直
司
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年

『
外
国
籍
住
民
と
の
共
生
に
む
け
て
―
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
の
政
策
提
言
』、
移

住
労
働
者
と
連
帯
す
る
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
二
〇
〇
六
年
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森
　
田

　
　
　
実

発
表
論
文
①　

日
本
に
お
け
る
儒
教
の
歴
史
と
現
状
、
そ
し
て
未
来
の
可
能
性

１
． 

古
代
・
中
世
日
本
に
お
け
る
儒
教
―
―
聖
徳
太
子
と
十
七
条
憲

法

　

古
代
か
ら
現
在
ま
で
の
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
国
家
・
国
民
の

規
範
を
示
し
た
基
本
文
書
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
西
暦
六
〇
四

年
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
「
十
七
条
憲
法
」
で
す
。
二

つ
は
一
八
六
八
年
に
明
治
天
皇
が
宣
言
し
た
「
五
箇
条
の
誓
文
」
で

す
。
三
つ
は
一
九
四
七
年
に
発
布
し
た
「
日
本
国
憲
法
」
で
す
。
こ

の
三
文
書
の
う
ち
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を

も
っ
た
の
は
十
七
条
憲
法
で
す
。
こ
の
十
七
条
憲
法
に
は
儒
教
の
強

い
影
響
力
が
み
ら
れ
ま
す
。
日
本
人
は
、
儒
教
と
と
も
に
生
き
て
き

た
の
で
す
。

　

十
七
条
憲
法
が
発
布
さ
れ
て
か
ら
一
四
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
が
流

れ
ま
し
た
。
十
七
条
憲
法
は
日
本
民
族
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
こ
の
第
一
条
が
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
で
す
。
こ
の

あ
と
「
さ
か
ら
ふ
こ
と
無
き
を
宗
（
む
ね
）
と
為
（
せ
）
よ
」
と
あ

り
ま
す
。「
和
」
こ
そ
日
本
人
の
原
点
な
の
で
す
。

「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
い
う
言
葉
は
『
論
語
』
と
『
礼
記
』

に
出
て
き
ま
す
。『
論
語
』
に
は
、
孔
子
の
門
人
の
有
子
の
言
葉
と

し
て
「
礼
の
用
は
和
を
貴
し
と
為
す
」
が
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
は

「
礼
の
用
」
を
削
除
し
て
、
日
本
人
の
生
き
方
の
規
範
に
し
た
の
で

す
。
こ
の
言
葉
は
『
礼
記
』
に
「
礼
は
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と

あ
り
ま
す
。『
論
語
』『
礼
記
』
と
も
「
和
」
を
「
礼
」
の
基
本
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
が
、
聖
徳
太
子
は
こ
の
制
約
を
除
去
し
た
の

で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
和
」
は
日
本
人
の
生
活
の
規
範
と
な
り
ま

し
た
。

　

十
七
条
憲
法
は
、
聖
徳
太
子
が
仏
教
の
信
者
だ
っ
た
た
め
、
仏
教

的
教
義
を
政
治
の
規
範
の
基
礎
に
し
た
と
の
見
方
が
一
般
的
で
す

が
、
私
は
、
十
七
条
憲
法
の
な
か
に
は
儒
教
の
理
念
が
よ
く
反
映
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
、
仏
教
と
儒
教
と
を
総
合
し

て
、
日
本
の
政
治
の
規
範
に
し
た
の
で
す
。
十
七
条
憲
法
は
、
公
的

な
仕
事
に
携
わ
る
役
人
の
規
範
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
日
本
人
の
生
き
方
の
規
範
を
示
し
た
基
本
文
書
と
な
り
ま

評

論

家

東
日
本
国
際
大
学
客
員
教
授

山
東
大
学
名
誉
教
授



14

研究　東洋

し
た
。

　

十
七
条
憲
法
は
次
の
十
七
の
項
目
で
す
。

　
　

一
、
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
せ
。

　
　

二
、
あ
つ
く
三
宝
（
仏
、
法
、
僧
）
を
敬
え
。

　
　

三
、 

詔
（
み
こ
と
の
り
）
を
う
け
た
ま
わ
れ
ば
か
な
ら
ず
つ
つ

し
め
。

　
　

四
、
礼
を
も
っ
て
本
と
せ
よ
。

　
　

五
、
む
さ
ぼ
り
を
経
ち
、
欲
を
す
て
よ
。

　
　

六
、
悪
を
懲
ら
し
善
を
勧
め
よ
。

　
　

七
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
任
を
ま
も
れ
。

　
　

八
、
役
人
は
早
く
ま
い
り
お
そ
く
ま
で
つ
と
め
よ
。

　
　

九
、
信
（
ま
こ
と
）
を
た
い
せ
つ
に
せ
よ
。

　
　

十
、 

こ
こ
ろ
の
い
か
り
、
お
も
て
の
い
か
り
を
す
て
て
ち
が
う

考
え
を
も
っ
た
人
を
う
け
入
れ
よ
。

　
　

十
一
、
功
過
を
明
ら
か
に
み
て
正
し
い
賞
罰
を
行
え
。

　
　

十
二
、
国
司
・
国
造
は
、
百
姓
に
苛
政
を
し
い
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

十
三
、
役
人
は
自
分
の
職
掌
に
つ
い
て
よ
く
わ
き
ま
え
よ
。

　
　

十
四
、
役
人
た
ち
よ
、
嫉
妬
を
す
る
な
。

　
　

十
五
、
私
欲
を
す
て
て
み
ん
な
の
た
め
に
つ
と
め
よ
。

　
　

十
六
、
民
を
使
う
と
き
は
民
の
都
合
を
考
え
よ
。

　
　

十
七
、 

大
事
の
決
定
は
独
断
で
せ
ず
に
多
く
の
人
の
知
恵
を
あ

つ
め
て
行
え
。

　

儒
教
が
日
本
に
入
っ
た
の
は
四
世
紀
頃
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。『
日

本
書
紀
』
に
よ
り
ま
す
と
、『
論
語
』
は
応
神
天
皇
の
時
代
に
百
済

か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、聖
徳
太
子
が
仏
教
、

儒
教
、
法
家
思
想
な
ど
の
思
想
を
総
合
し
て
、
十
七
条
憲
法
を
制
定

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
日
本
に
お
い
て
は
、
儒
教
の
影
響

力
は
衰
退
し
ま
し
た
。

　

中
世
に
入
る
と
変
化
が
起
き
ま
し
た
。
古
代
の
儒
教
は
漢
字
で
し

た
が
、
中
世
に
新
し
く
を
勃
興
し
た
宋
学
（
朱
子
学
）
が
日
本
で
受

容
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
元
の
侵

略
か
ら
逃
れ
て
来
日
し
た
多
く
の
中
国
の
禅
僧
た
ち
で
し
た
。
中
世

末
期
に
は
、
形
は
僧
で
す
が
思
想
は
儒
者
と
い
う
べ
き
禅
僧
が
数
多

く
出
現
し
ま
し
た
。

２
．
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
教
―
―
朱
子
学
の
展
開
と
武
士
階
級

　

近
世
の
儒
学
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
藤
原
惺
窩
（
せ
い
か
）
と
そ

の
弟
子
の
林
羅
山
、
松
永
尺
五
（
せ
き
ご
）、
羅
山
の
批
判
者
の
中

江
藤
樹
ら
で
し
た
。こ
れ
ら
近
世
の
儒
家
は
仏
教
に
対
し
て
批
判
的
、

神
道
に
対
し
て
は
好
意
的
で
し
た
。
そ
の
後
、
山
崎
闇
斎
の
出
現
に

よ
っ
て
、
朱
子
学
が
本
格
的
に
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
時
期
、
儒
学
の
多
様
な
学
派
が
登
場
し
ま
す
。
朱
子
学
派
の

な
か
で
経
験
主
義
的
性
格
の
強
い
貝
原
益
軒
、新
井
白
石
ら
の
学
派
、
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朱
子
学
を
批
判
し
た
熊
沢
蕃
山
、
大
塩
平
八
郎
ら
の
陽
明
学
派
、
孔

孟
の
学
へ
の
回
帰
を
主
張
し
た
山
鹿
素
行
、
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠

ら
の
学
派
、
な
ど
多
く
の
学
派
を
生
み
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
者
は
、

歴
史
に
名
を
残
し
た
学
者
で
す
。
江
戸
後
期
の
儒
学
に
最
も
大
き
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
の
は
荻
生
徂
徠
で
し
た
。

　

幕
末
の
政
治
家
、
思
想
家
た
ち
（
西
郷
隆
盛
、
高
杉
晋
作
、
佐
久

間
象
山
、
横
井
小
楠
）
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
主
体
的
に
儒
学
と
関
わ
り
ま

し
た
。
朱
子
学
を
信
奉
し
た
者
も
陽
明
学
を
指
針
と
し
た
者
も
い
ま

し
た
。江
戸
時
代
を
通
じ
て
朱
子
学
が
儒
学
の
中
心
を
占
め
ま
し
た
。

朱
子
学
、
陽
明
学
は
武
士
階
級
の
思
想
と
な
り
、
封
建
社
会
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
ま
し
た
。

　

近
代
の
儒
学
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
湯
島
の

昌
平
黌
（
昌
平
坂
学
問
所
）、
各
藩
の
藩
校
多
く
の
私
塾
、
寺
子
屋

等
の
教
育
機
関
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
教
育
機
関
に
よ
っ
て
儒
者
だ
け

で
な
く
、
武
士
、
一
般
の
庶
民
を
教
育
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
通

じ
て
、
国
民
の
知
的
レ
ベ
ル
向
上
に
大
い
に
寄
与
し
ま
し
た
。

３
．
明
治
以
後
に
お
け
る
儒
教
―
―
西
洋
思
想
と
儒
教

　

明
治
初
頭
、
開
国
の
波
に
乗
っ
て
西
洋
思
想
が
日
本
に
入
っ
て
き

ま
し
た
。
西
洋
思
想
を
日
本
に
紹
介
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
が
福

沢
諭
吉
、
津
田
真
道
、
西
周
な
ど
の
啓
蒙
思
想
家
で
し
た
。
こ
れ
ら

の
思
想
家
は
、
儒
教
を
封
建
思
想
と
し
て
否
定
し
た
た
め
に
、
儒
教

は
一
時
的
に
衰
退
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
啓
蒙
思
想
家
の
な
か
に
は
、

儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
者
も
い
ま
し
た
。
儒

教
の
近
代
社
会
に
お
け
る
存
在
理
由
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
者
も
出

ま
し
た
。

　

明
治
政
府
は
、
一
時
、
儒
教
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
と
り
ま
し

た
が
、
や
が
て
態
度
を
改
め
ま
し
た
。
儒
教
と
西
洋
の
道
徳
思
想
を

結
び
つ
け
る
動
き
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

一
八
九
〇
年
に
は
後
期
水
戸
学
の
国
体
思
想
に
基
づ
く
「
教
育
勅

語
」
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
以
後
の
教
育
の
基
調
と
な
り
ま
し
た
。
他

方
、
明
治
期
に
な
る
と
陽
明
学
が
盛
ん
に
な
り
、
儒
教
の
主
流
的
位

置
に
立
ち
ま
し
た
。

　

昭
和
に
な
り
、
戦
争
の
時
代
が
到
来
す
る
と
と
も
に
、
儒
教
に
基

づ
く
戦
争
協
力
組
織
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
戦
争
へ
の
熱
を
煽
る
た

め
に
『
論
語
』
の
な
か
の
「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
な
き
な
り
」
が

よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
。
孔
子
と
孟
子
の
思
想
が
戦
意
高
揚
の
た
め
に

都
合
よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
。

４
．
第
二
次
大
戦
後
の
儒
教
―
―
儒
教
の
否
定

　

第
二
次
大
戦
が
終
了
す
る
ま
で
は
、『
論
語
』
は
漢
文
の
授
業
の

な
か
で
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
漢
文
の
授
業
で
学
ぶ
の
は
、
ほ
と

ん
ど
が
『
論
語
』
の
な
か
の
言
葉
で
し
た
。
こ
の
漢
文
の
授
業
が
、

戦
後
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。
米
占
領
軍
は
、
儒
教
を
古
い
封
建
思
想
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だ
と
し
て
斥
け
ま
し
た
。
儒
教
は
初
等
・
中
等
教
育
か
ら
除
外
さ

れ
ま
し
た
。
教
育
勅
語
は
事
実
上
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
教
育
基
本
法

の
制
定
以
後
、
戦
前
の
儒
教
教
育
は
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
教

育
の
中
心
は
欧
米
思
想
と
く
に
米
国
的
な
も
の
が
主
流
と
な
り
ま
し

た
。

　

論
語
教
育
が
、
公
的
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
て
か
ら
七
〇
年
が
経
ち

ま
し
た
が
、
し
か
し
、『
論
語
』
は
日
本
人
の
な
か
か
ら
消
え
去
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
論
語
』
は
日
本
人
の
心
の
中
で
生

き
続
け
ま
し
た
。『
論
語
』
は
公
的
部
門
で
な
く
民
間
の
な
か
で
生

き
残
っ
た
の
で
す
。
中
国
の
古
代
思
想
へ
の
日
本
国
民
の
関
心
は
高

く
、
数
多
く
の
中
国
の
古
典
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で

も
最
も
多
く
出
版
さ
れ
た
の
は
『
論
語
』
で
し
た
。
日
本
国
民
の
な

か
に
定
着
し
た
儒
教
思
想
は
若
い
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し

た
。
全
国
各
地
に
『
論
語
』
の
私
塾
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

私
塾
に
よ
っ
て
論
語
教
育
は
維
持
さ
れ
た
の
で
す
。

５
． 

二
十
一
世
紀
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
可
能
性
―
―
東
洋
思
想
の

復
活

　

戦
後
七
〇
年
が
経
ち
ま
し
た
。
こ
の
間
、
日
本
は
米
国
の
影
響
下

に
お
か
れ
、
日
本
の
米
国
化
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
政
治
制
度
、

経
済
シ
ス
テ
ム
、
教
育
制
度
、
教
育
思
想
、
文
化
、
芸
術
、
芸
能
な

ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
米
国
化
が
推
進
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
後
七
〇
年
を
経
て
、
日
本
国
民
の
多
く
は
、
日
本
の

米
国
化
は
、
結
局
は
、
日
本
人
の
た
め
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
と
く
に
最
近
は
び
こ
る
米
国
流
の
「
自
分
さ
え
よ
け

れ
ば
思
想
」
へ
の
反
発
は
激
し
い
も
の
で
す
。
日
本
人
は
米
国
的
な

も
の
で
同
化
で
き
る
こ
と
に
は
、
同
化
の
た
め
に
努
力
し
ま
し
た
。

日
本
人
は
ひ
た
む
き
に
米
国
的
な
も
の
を
受
け
入
れ
よ
う
と
努
力
し

て
き
ま
し
た
。
日
本
人
は
米
国
的
な
も
の
と
の
調
和
に
努
め
た
の
で

す
。
し
か
し
、
日
本
人
は
最
終
的
に
は
米
国
化
を
受
け
入
れ
て
調
和

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
す
。

　

日
本
人
は
い
ま
、
東
洋
思
想
の
再
認
識
、
再
確
認
に
向
か
っ
て
動

き
出
し
て
い
ま
す
。
東
洋
思
想
の
復
興
こ
そ
が
今
後
、
日
本
人
が
進

む
べ
き
道
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
東
洋
思
想
の
中
心
に
あ

る
も
の
は
儒
教
と
仏
教
で
す
。
東
洋
思
想
の
再
評
価
に
向
か
っ
て
多

く
の
思
想
家
が
動
き
出
し
て
い
ま
す
。『
論
語
』
は
新
し
い
時
代
の

日
本
人
の
思
想
と
し
て
甦
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
人
は
、
も
と
も
と
日
本
的
思
想
、
仏
教
、
儒
教
な
ど
の
中
国

の
思
想
、
欧
米
の
思
想
を
受
け
入
れ
て
、
同
化
す
る
た
め
に
努
力
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
日
本
人
は
、
新
時
代
を
生
き
抜
く
た

め
に
東
洋
思
想
の
再
構
築
を
追
及
し
始
め
て
い
ま
す
。日
本
人
は「
自

立
」
に
向
か
っ
て
動
き
始
め
て
い
ま
す
。　
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発
表
論
文
②　

私
と
い
う
宇
宙　
―
―
地
球
仏
教
者
た
ち
の
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
―

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
所
長

　
松

　
岡

　
幹

　
夫

１
．「
無
我
」
に
つ
い
て
の
誤
解

　

仏
教
の
基
本
的
な
教
え
の
一
つ
に
「
無
我
」
が
あ
る
。
古
代
イ
ン

ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
で
は
、人
間
の
我
（ātm

an

）
が
そ
れ
自
身
に
よ
っ

て
存
在
す
る
実
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。こ
れ
に
対
し
、ゴ
ー

タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
我
の
実
体
視
を
拒
否
し
、「
無
我
（anātm

an

）」

を
説
い
た
。

　

で
は
、
ブ
ッ
ダ
は
「
人
間
の
自
己
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
か

ら
無
我
を
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
初
期
の
仏
教
で
は
、
人

間
の
自
己
を
独
立
し
た
実
体
と
み
な
し
、
そ
こ
に
執
着
す
る
こ
と
を

誡
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
己
の
本
質
的
な
否
定
で
は
な

か
っ
た
。

　

ブ
ッ
ダ
は
む
し
ろ
、
真
の
自
己
の
確
立
を
人
々
に
訴
え
て
い
る
。

彼
の
遺
言
の
一
つ
に
、「
自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
て
、

他
人
を
た
よ
り
と
せ
ず
、
法
を
島
と
し
、
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れ
」

1

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
に
と
っ
て
、真
の
自
己
へ
の
帰
依
は
「
法
」
へ
の
帰
依
で
あ
っ

た
。「
わ
た
し
は
自
己
に
帰
依
す
る
こ
と
を
な
し
と
げ
た
」

2

と
い
う

彼
の
言
葉
の
意
味
も
、
こ
こ
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
宇
宙
の
真
理
た

る
「
法
」
と
一
体
化
し
た
自
己
―
―
そ
の
よ
う
に
大
い
な
る
自
己
を

発
見
し
、
自
ら
実
現
せ
よ
。
ブ
ッ
ダ
は
最
後
に
そ
う
説
き
残
し
た
。

仏
教
の
無
我
説
は
自
己
の
消
滅
で
は
な
く
、
自
己
の
本
質
を
探
求
す

る
教
え
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
仏
教
の
無
我
は
自
己
の
消

滅
を
説
く
教
え
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
自
己
の
消

滅
を
無
我
と
考
え
る
仏
教
者
は
、
ど
う
し
て
も
個
人
の
主
体
性
を
軽

視
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
お
よ
そ
「
責
任
」
の
思
想
が
出

て
こ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
文
明
圏
と
比
べ
る
と
、
仏
教
文
明
圏
で
は

社
会
正
義
や
人
権
に
関
す
る
思
想
が
あ
ま
り
発
達
し
な
か
っ
た
。
ま

た
、
自
然
と
人
間
の
相
互
依
存
を
説
く
仏
教
の
信
奉
者
た
ち
が
、
他

宗
教
の
人
々
に
先
駆
け
て
現
代
の
環
境
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
む
、

と
い
っ
た
姿
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

最
も
深
刻
な
問
題
は
、
個
人
の
主
体
性
を
軽
視
す
る
仏
教
者
が
全
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体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抵
抗
無
く
受
け
入
れ
た
と
い
う
歴
史
上
の

事
実
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
日
本
の
仏
教
者
た
ち
は
一
部

の
例
外
を
除
い
て
軍
国
主
義
を
支
持
し
、
積
極
的
に
戦
争
協
力
を

行
っ
た
。
も
し
彼
ら
が〝
仏
教
は
自
己
の
尊
厳
を
説
く
宗
教
で
あ
る
〞

と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
国
家
の
た
め
に
個
人
の
命
を
犠

牲
に
す
る
戦
争
に
は
容
易
に
協
力
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

無
我
は
、
我
の
非
実
体
を
教
え
る
仏
教
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
な

ぜ
我
が
実
体
で
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
様
々
な
事
象
と
の
関
係

に
お
い
て
の
み
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
縁
起
」
と
い

う
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
実
体
の
な
い
無
我
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の

存
在
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
は
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
無
我

の
教
え
は
、
無
常
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
自
己
消
滅
の
願
望
を
引
き

起
こ
す
思
想
と
な
る
が
、
縁
起
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
〈
相
互
依
存

す
る
自
己
〉
を
肯
定
す
る
倫
理
と
な
る
。

　

ま
た
、
無
我
の
教
え
か
ら
責
任
主
体
の
観
念
を
導
き
出
す
に
も
、

縁
起
の
視
点
が
不
可
欠
と
な
る
。
す
べ
て
の
存
在
が
無
限
に
つ
な
が

り
合
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、結
局
の
と
こ
ろ
全
宇
宙
は
一
つ
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
存
在
は
一
な
る
全
宇
宙
を
本
質
と
す
る
。
わ

れ
わ
れ
の
自
己
も
ま
た
、
そ
の
本
質
は
全
宇
宙
で
あ
る
。
そ
れ
を
自

覚
し
た
人
、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
は
、
じ
つ
は
全
宇
宙
が
自
己
の
根
源

的
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
と
き
、
ブ
ッ
ダ
は
全
宇
宙
と

な
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
無
常
の
自
己
に
永
遠
の
本
質
を
見
出
し
、

絶
対
に
崩
れ
ぬ
心
の
平
安
を
得
る
。
彼
は
、
い
う
な
れ
ば
〈
私
と
い

う
宇
宙
〉
を
発
見
す
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
存
在
を
〈
私
〉
と
同

一
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
一
切
衆
生
救
済
の
責
任
を
主
体
的
に
担
い
、

慈
悲
の
実
践
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
三
人
の
仏
教
者
た
ち
―
―
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

十
四
世
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
池
田
大
作
―
―
は
皆
、
主
体

的
な
自
己
を
形
成
し
、
慈
悲
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
行
動
を
グ
ロ
ー
バ

ル
に
展
開
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
い
わ
ば
地
球
仏
教
者
で
あ
る
。
そ

こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、ま
さ
に
〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
の
自
覚
で
あ
る
。

以
下
、
小
論
で
は
、
彼
ら
地
球
仏
教
者
た
ち
の
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
取
り
上
げ
、
今
日
の
仏
教
が
現
代
世
界
の
和
と
和
解
に
ど
れ
ほ

ど
貢
献
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

２
． 「
宇
宙
的
責
任
感　

a sense of universal responsi-
bility

」
の
開
発
―
―
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
（D

alai Lam
a the 14th

）
は
、
現
代

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
指
導
者
で
あ
る
。「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
」
と
は
「
大

海
」
を
意
味
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
称
号
で
あ
り
、
代
々
の
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
法
王
を
指
す
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
三
五
年
、
チ
ベ
ッ
ト

の
ア
ム
ド
地
方
に
農
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
期
に
チ
ベ
ッ
ト

政
府
か
ら
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
の
転
生
者
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
。

一
九
三
九
年
、
四
歳
の
時
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
に
即
位
し
、
チ
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ベ
ッ
ト
の
精
神
的
指
導
者
の
地
位
に
就
く
。
同
時
に
、
政
治
的
指
導

者
に
な
る
た
め
の
教
育
も
受
け
始
め
、
一
九
五
〇
年
か
ら
実
際
に
チ

ベ
ッ
ト
の
国
家
指
導
を
託
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
一
年
、
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
を
併
合
す
る
。
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
一
九
五
九
年
、
イ
ン
ド
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
そ
の
後
の
彼
は
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
の
解
決
に
向
け
て
努
力
す
る

一
方
、
世
界
各
地
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
教
え
を
説
き
、
多
く
の
著
作

を
刊
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
世
界
平
和
や
自
然
保
護
を
訴
え
る
活

動
な
ど
も
熱
心
に
行
い
、
や
が
て
チ
ベ
ッ
ト
の
象
徴
と
し
て
広
く
世

界
に
知
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
一
九
八
九
年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和

賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

十
七
世
紀
に
、
法
王
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
の
両
方

の
最
高
指
導
者
に
な
り
、
そ
れ
以
後
の
法
王
は
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
を

司
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
現
在
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
も
、
長
ら
く
世
界

中
の
チ
ベ
ッ
ト
民
族
に
対
し
て
政
教
両
面
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た

が
、
二
〇
一
一
年
、
彼
は
政
治
的
指
導
者
の
地
位
を
退
く
こ
と
を
表

明
し
て
い
る
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
主
張
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
「
非
暴
力
」
と
「
内
な
る
平
和
」
を
重
視
す

る
こ
と
で
あ
る
。
非
暴
力
の
道
は
彼
自
身
の
「
深
い
信
念
」
で
あ
る

だ
け
で
な
く
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
も
合
致
し
て
い
る
、
と
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
は
言
う

3 

。
ゆ
え
に
彼
は
、
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
と
の
間
の
問
題
に

対
し
て
「
可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も
中
国
側
と
の
協
力
を
、
協
力
不

可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も
、消
極
的
抵
抗
を
」

4

と
い
う
態
度
を
と
っ

て
き
た
。
明
ら
か
な
ご
と
く
、ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
非
暴
力
抵
抗
は
、Ｍ
・

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
主
義
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
自
伝
の
中
で
「
ガ
ン
ジ
ー
こ
そ
は
、
釈
尊
の
真
の

弟
子
」

5

で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

　
　

 　

私
（
＝
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
）
は
、
彼
（
＝
ガ
ン
デ
ィ
ー
）
が
説

き
教
え
、
そ
し
て
実
践
し
た
、
非
暴
力
の
教
え
を
信
ず
る
不
動

の
信
念
を
持
っ
て
い
た
し
、
い
ま
も
な
お
持
ち
続
け
て
い
る
。

い
ま
や
私
は
ど
ん
な
困
難
に
直
面
し
よ
う
と
、
も
っ
と
し
っ
か

り
と
彼
の
導
き
に
従
お
う
と
決
心
し
て
い
た
。
私
は
い
ま
だ
か

つ
て
な
い
ほ
ど
、
一
層
強
く
、
暴
力
行
為
に
決
し
て
関
係
し
て

い
は
な
ら
な
い
と
決
意
し
た

6 

。

　　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
よ
れ
ば
、
非
暴
力
抵
抗
こ
そ
ブ
ッ
ダ
（
釈
尊
）

の
説
い
た
社
会
変
革
の
道
で
あ
り
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
や
彼
自
身
は
そ
の

忠
実
な
実
践
者
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ッ
ダ
が
政
治
闘
争
と

し
て
非
暴
力
抵
抗
を
教
え
た
と
す
る
文
献
や
伝
承
な
ど
は
存
在
し
な

い
。
ブ
ッ
ダ
は
、
誰
に
対
し
て
も
慈
悲
や
不
殺
生
の
倫
理
を
説
く
の

み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
精
神
を
変
革
せ
し
め
、
よ
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き
社
会
を
作
ろ
う
と
し
た
と
は
い
え
る
が
、
政
治
的
分
野
で
非
暴
力

を
実
践
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
も
認
め
て
お

り
、
自
分
の
政
治
的
な
非
暴
力
運
動
を
新
し
い
「
実
験
」
と
位
置
づ

け
て
い
る
。　

　

こ
れ
に
加
え
て
、
政
治
的
な
「
抵
抗
」
も
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
の
思
想

と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
。
戦
争
を
止
め
さ
せ
る
に
し
て
も
、
直
接
に
非

暴
力
を
説
く
の
で
は
な
く
、
権
力
者
に
そ
れ
と
な
く
暴
力
の
無
意
味

さ
を
さ
と
ら
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
法
を
、ブ
ッ
ダ
は
用
い
た
。
ブ
ッ

ダ
の
平
和
ア
プ
ロ
ー
チ
は
教
育
的
、感
化
的
で
あ
っ
た
。ガ
ン
デ
ィ
ー

や
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
行
っ
た
抵
抗
的
な
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
。
抵

抗
と
い
え
ど
も
一
種
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
対
立
は
怒
り
を
生
み
、
争

い
を
生
む
。
ゆ
え
に
、
世
俗
的
な
変
革
に
お
い
て
、
抵
抗
よ
り
も
感

化
を
重
視
し
た
の
が
ブ
ッ
ダ
そ
の
人
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
「
協
力
不
可
能
な
と
き
は

い
つ
で
も
、
消
極
的
抵
抗
を
」
と
い
っ
た
態
度
は
仏
教
の
平
和
主
義

と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
仏
教
者
ら
し
か
ら

ぬ
政
治
的
対
立
が
度
々
生
じ
て
き
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
否
応
な

く
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
行
動
の
多
く

は
、
中
国
と
の
「
協
力
」
よ
り
も
「
抵
抗
」
に
傾
く
も
の
だ
っ
た
。

一
九
八
九
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
の
記
念
講
演
で
、
彼
は
中
国

当
局
の
姿
勢
を
激
し
く
非
難
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
人
は
中
国
に
よ
っ
て

基
本
的
人
権
を
奪
わ
れ
て
い
る
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
六
分
の
一
以
上
が

中
国
に
よ
る
侵
略
の
犠
牲
者
に
な
っ
た
、
歴
史
的
な
建
造
物
も
破
壊

さ
れ
た
、
抗
議
運
動
に
参
加
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人
が
逮
捕
さ
れ
、
非
人

道
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
…
…
国
際
社
会
に
お
け
る
、
こ
う
し
た

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
訴
え
は
、
中
国
側
の
態
度
を
一
層
硬
化
さ
せ
る
結

果
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区

で
頻
発
し
た
デ
モ
等
の
抗
議
行
動
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
た
と

え
そ
れ
が
非
暴
力
的
抵
抗
で
あ
っ
て
も
、
取
り
締
ま
る
側
と
の
対
立

を
さ
ら
に
激
化
さ
せ
た
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
行
っ
て
き
た
非
暴
力
抵
抗
は
、
戦
闘
的
な
非
暴

力
を
訴
え
つ
つ
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
を
指
導
し
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
姿

を
想
起
さ
せ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
忠

実
な
実
践
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
非
暴
力

は
、
仏
教
者
と
し
て
は
抵
抗
運
動
に
傾
き
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
仏

教
者
の
非
暴
力
は
、
ブ
ッ
ダ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
感

化
的
な
対
話
を
第
一
義
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
問
題
や
意
見
の
不
一

致
に
直
面
し
た
ら
、
い
ま
の
私
た
ち
は
対
話
を
通
じ
て
解
決
に
達
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
対
話
が
唯
一
の
適
切
な
方
法
で
す
」

7

。

他
な
ら
ぬ
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
と
お

り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
抗
議
デ
モ
等
の
政
治
的
な
抵
抗
運
動
に
も
っ

と
慎
重
な
態
度
を
と
り
、
自
ら
も
国
際
社
会
で
の
挑
発
的
な
言
動
は

慎
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
彼
が
重
視
す
る
内
な
る
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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一
般
に
、
仏
教
者
は
瞑
想
等
に
よ
っ
て
法
の
真
理
を
悟
り
、
心
の
平

和
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
だ
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
強
調
す
る

の
は
、
世
俗
を
脱
し
た
悟
り
の
境
地
な
ど
で
は
な
く
、
社
会
変
革
や

世
界
平
和
を
実
現
す
る
た
め
の
内
な
る
平
和
で
あ
る
。
内
な
る
平
和

を
実
現
し
た
人
は
、
周
囲
の
人
々
と
平
和
に
付
き
合
え
る
。
そ
う
し

た
人
が
増
え
れ
ば
、
そ
の
社
会
は
平
和
に
な
り
、
他
の
社
会
と
も
平

和
的
に
共
存
で
き
る
。
軍
事
力
の
抑
制
も
重
要
で
は
な
く
な
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
内
な
る
平
和
を
起
点
に
し
て
築
か
れ
た
外
な
る
平

和
こ
そ
が
真
の
平
和
で
あ
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
そ
う
訴
え
て
や
ま

な
い
。

　

豊
か
な
社
会
、
民
主
主
義
、
地
球
環
境
の
保
全
―
―
こ
れ
ら
の
外

な
る
平
和
を
い
か
に
完
全
に
築
き
上
げ
よ
う
と
、
人
類
が
内
な
る
平

和
を
確
立
し
な
け
れ
ば
、
核
戦
争
に
よ
っ
て
全
て
が
灰
燼
に
帰
す
か

も
し
れ
な
い
。
真
の
敵
は
自
分
自
身
の
中
に
い
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

に
よ
る
内
な
る
平
和
の
提
唱
は
、
仏
教
倫
理
が
寺
院
の
修
行
僧
の
規

範
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
地
球
倫
理
（global ethics
）
の

基
礎
に
も
な
り
得
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
な
ぜ
、
人
類
に
貢
献
す
る
仏
教
を

構
想
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
人
格
的
主
体
を
仏
教
的
に
肯
定

す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
無
我
を
主
張
す
る
仏
教
に
お
い
て
も
人
格
的

主
体
の
存
在
は
成
立
す
る
、
と
主
張
す
る

8

。 

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学

で
講
演
し
た
際
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
―
―

〈
私
〉
と
い
う
存
在
基
盤
は
、
自
性
を
欠
く
と
い
う
点
で
〈
無
我
〉

で
あ
る
。
ゆ
え
に
我
の
常
住
論
は
回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、〈
私
〉

の
基
盤
が
他
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
、
と
い
う
縁
起
の
視
点
か
ら

言
え
ば
、
空
性
、
す
な
わ
ち
自
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
決

し
て
虚
無
論
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
中
庸
の
見
解
を
と
り
、
虚
無

論
と
常
住
論
と
い
う
二
つ
の
極
論
か
ら
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
―

―
9

。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
縁
起
の
視
点
か
ら
無
我
を
理
解
す
る
こ
と
に

よ
り
、自
己
の
存
在
を
肯
定
す
る
立
場
を
認
め
よ
う
と
し
た
。チ
ベ
ッ

ト
仏
教
は
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
中
観
派
の
学
説
を
継
承
す
る
。
こ

の
中
観
派
の
祖
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
で
あ
る
。
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
代
表
作
『
中
論
』
の
思
想
に
立
脚

し
て
、
無
我
や
空
を
理
解
す
る
。『
中
論
』
第
二
四
章
の
第
十
八
偈

は
最
も
重
要
な
箇
所
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
お
よ
そ
、
縁
起

し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
空
で
あ
る
こ
と
（
空
性
）

と
説
く
。
そ
れ
は
、
相
待
の
仮
説
（
縁よ

っ
て
想
定
さ
れ
た
も
の
）
で

あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
中
道
そ
の
も
の
で
あ
る
」
10

と
あ
る
。

縁
起
す
る
も
の
が
空
で
あ
り
中
道
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
万

物
が
縁
起
に
お
い
て
「
あ
る
」
と
い
う
点
を
認
め
る
立
場
と
い
え
よ

う
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
空
と
は
、
す
べ
て
の
も

の
は
他
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
ま
っ
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た
く
存
在
し
な
い
と
い
う
虚
無
論
も
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
と
す

る
実
在
論
も
、
ど
ち
ら
も
滅
し
て
い
る
た
め
、『
そ
れ
は
中
の
道
で

あ
る
』
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
す
る
11

。
つ
ま
り
は
、
中
道
的
な
自

己
肯
定
論
で
あ
る
。

〈
私
〉
は
他
に
依
存
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
中
道
的
な
自
己
肯
定
を

突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
ど
う
な
る
か
。
全
宇
宙
の
事
物
は
互
い
に
縁

起
し
て
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
一
な
る
全
宇
宙
が
〈
私
〉

の
存
在
基
盤
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
〈
私
と
い
う
宇

宙
〉
を
真
の
人
格
的
主
体
と
し
て
認
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
彼

の
好
き
な
祈
り
の
言
葉
の
中
に
、「
宇
宙
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
意

識
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
私
も
存
在
す
る
」12 
と
い
う
、
デ
カ
ル
ト

の
コ
ギ
ト
を
縁
起
論
的
に
捉
え
直
し
た
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。〈
私

と
い
う
宇
宙
〉
は
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
わ
れ
」
の
よ
う
に
実
体
的

に
で
は
な
く
、
縁
起
的
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に

宇
宙
の
す
べ
て
と
つ
な
が
り
、全
宇
宙
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
受
賞
講
演
の
中
で
、
彼
は
、
今
こ
そ
人
類
は

「
宇
宙
的
責
任
感
」
を
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
た
。「
宇
宙

的
責
任
感
」
と
は
、
地
球
と
い
う
惑
星
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
問

題
に
関
し
て
一
人
一
人
が
持
つ
べ
き
責
任
感
の
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ

ど
も
述
べ
た
が
、
無
我
を
自
己
の
消
滅
と
考
え
る
立
場
の
仏
教
か
ら

は
、
お
よ
そ
責
任
の
観
念
が
出
て
こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
無
我
を
〈
私

と
い
う
宇
宙
〉
と
考
え
る
立
場
を
と
れ
ば
、
他
者
や
社
会
に
対
す
る

責
任
は
も
と
よ
り
、
人
類
、
自
然
、
地
球
、
究
極
的
に
は
宇
宙
全
体

に
対
す
る
責
任
の
思
想
が
生
じ
て
く
る
。

　

こ
の
よ
う
に
〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
の
視
座
を
持
っ
た
仏
教
者
の
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
現
代
世
界
に
お
け
る
高
名
な
仏
教
者
の
一
人
に
数

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
彼
が
政
治
的
解
決
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
点
は
、

非
仏
教
的
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
彼
は
、
よ
く
怒
り
と
憎
し
み
を
捨

て
る
た
め
の
瞑
想
法
に
つ
い
て
講
義
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は

難
解
で
一
部
の
知
識
階
層
を
惹
き
つ
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一

人
一
人
が
宇
宙
的
責
任
感
を
持
つ
こ
と
に
反
対
す
る
者
は
ま
ず
い
な

い
。
問
題
は
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
を
養
成
で
き
る
か
で
あ
ろ
う
。
こ

う
考
え
た
と
き
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
平
凡
な
庶
民
で
も
行
え
る
よ
う

な
自
己
変
革
の
方
法
を
提
示
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
は
問
題

が
残
る
。

３
． Engaged B

uddhism

の
提
唱
と
実
践
―
―
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ

ト
・
ハ
ン

　

Engaged Buddhism

（
行
動
す
る
仏
教
）
を
提
唱
し
、
世
界
平

和
を
訴
え
続
け
て
い
る
仏
教
僧
が
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
（T

hich 
N
hat H

anh

）
で
あ
る
。

　

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
一
九
二
六
年
生
ま
れ
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
禅
の
僧

侶
で
あ
る
。
彼
が
僧
院
で
修
行
し
て
い
た
頃
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
フ
ラ

ン
ス
と
の
間
で
は
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
が
起
き
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
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中
、
彼
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
弱
者
救
済
の
行
動
に
移
し
た
い
と
願
っ

た
が
、
僧
院
で
の
教
え
や
実
践
は
現
実
の
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
。
失
望
し
た
彼
は
、
結
局
、
僧
院
を
去
る
こ
と

に
し
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
被
災
者
た
ち
の
た
め
の
奉
仕
活
動
を
開
始
し
た
。

「
社
会
奉
仕
青
年
学
校
」
を
設
立
す
る
な
ど
、
教
育
や
医
療
面
で
の

奉
仕
活
動
を
熱
心
に
行
っ
た
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、一
九
六
四
年
に
『
エ

ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
』
を
著
し
、
社
会
に
か
か
わ
り
行
動
す

る
仏
教
を
提
唱
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
六
年
に
ア

メ
リ
カ
で
和
平
提
案
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
こ
と
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

政
府
か
ら
反
逆
行
為
と
み
な
さ
れ
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
亡
命
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
。
亡
命
後
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
に
向
け
て

積
極
的
に
行
動
し
、
難
民
救
済
運
動
な
ど
も
推
進
し
た
。
ま
た
、
フ

ラ
ン
ス
に
「
プ
ラ
ム
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
（Plum

 V
illage

）」
と
い
う

仏
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
、彼
独
自
の
瞑
想
法
を
指
導
し
て
い
る
。

さ
ら
に
多
く
の
著
述
を
も
の
に
し
、
世
界
各
地
で
講
演
を
行
い
、
グ

ロ
ー
バ
ル
に
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
言
うEngaged Buddhism

は
、
仏
教
の
瞑
想

や
縁
起
観
を
社
会
変
革
へ
の
行
動
に
結
び
つ
け
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
日
常
生
活
に
お
け
る
呼
吸
や
歩
行
に
瞑
想
を
と

り
入
れ
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
気
づ
き
（m

indfulness

）」
に

満
ち
た
意
識
的
な
瞬
間
を
生
き
、
心
の
平
穏
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
。
ま
た
彼
は
、大
乗
仏
典
で
あ
る
『
華
厳
経
』
の
「
一
即
多
、

多
即
一
」
の
世
界
観
を
根
拠
に
「
相
互
存
在
（interbeing

）」
と

い
う
言
葉
を
造
語
し
、
世
界
に
広
め
て
い
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
相

互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
仏
教
的
真
理
を
世
界
中
に
浸
透

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
間
に
他
者
へ
の
哀
れ
み
や
愛
の
感
情

を
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
気
づ
き
」
と
「
相
互
存
在
」

は
平
和
と
非
暴
力
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
と
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
主

張
す
る
。

　

彼
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
中
に
作
っ
た
「
相
互
生
存
教
団
」
の
戒
律

は
、
他
宗
教
に
対
す
る
寛
容
、
慈
善
と
簡
素
な
生
活
、
怒
り
や
憎
し

み
の
排
除
、
生
命
尊
重
と
戦
争
防
止
の
実
践
な
ど
を
定
め
て
い
る
。

当
然
、
反
戦
平
和
の
運
動
に
関
し
て
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
非
暴
力
主

義
を
提
唱
す
る
。「
戦
争
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
が
非
暴

力
を
育
む
こ
と
で
す
」と
彼
は
訴
え
る
。「
非
暴
力
を
育
む
」と
は「
自

分
自
身
の
中
に
あ
る
暴
力
と
戦
争
の
根
を
絶
や
す
こ
と
」
を
意
味
し

て
い
る
13

。
つ
ま
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
同
じ
よ
う
に
、
内
な
る
平

和
に
基
づ
く
非
暴
力
の
実
践
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
非
暴
力
の
実
践
の
た
め
に
、
宇
宙
的
な
自
己

へ
の
目
覚
め
を
説
く
と
こ
ろ
も
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
共
通
し
て
い
る
。

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
小
さ
な
自
己
」
の
内
に

閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
で
「
大
き
な
自
己
」
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
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う
。
彼
は
説
く
。「
私
た
ち
は
、
真
の
自
己
に
な
る
能
力
を
も
つ
べ

き
で
す
。
そ
れ
は
、
私
が
、
川
に
な
り
、
森
に
な
り
、
ソ
連
の
市
民

に
な
る
能
力
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」
14

。
万
物
と
一
体

化
し
た
宇
宙
的
自
己
に
な
る
能
力
の
開
発
、
そ
れ
は
、
ナ
ッ
ト
・
ハ

ン
の
言
う
「
相
互
存
在
」
の
世
界
を
見
出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

他
に
依
存
し
て
相
互
存
在
し
、
相
互
存
在
の
無
限
の
広
が
り
に
お
い

て
宇
宙
と
一
体
化
し
た
自
己
。
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
思
い
描
く
「
大
き

な
自
己
」「
真
の
自
己
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
彼
も
ま
た
〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
を
目
指
す
仏
教
者
な
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
非
暴
力
の
実
践
に
は
、
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
と
異
な
る
面
も
あ
る
。

　

第
一
に
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
非
暴
力
は
、
政
治
的
次
元
よ
り
も
精

神
的
次
元
を
重
視
す
る
。「
戦
争
を
防
止
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
戦

争
に
抗
議
す
る
こ
と
よ
り
、
ず
っ
と
良
い
」15

と
考
え
る
ナ
ッ
ト
・

ハ
ン
は
、
外
的
な
抵
抗
よ
り
も
、
人
々
の
内
面
の
平
和
化
に
力
を
注

ぐ
。
日
常
生
活
に
お
け
る
瞑
想
も
軍
備
拡
大
を
止
め
る
た
め
の
「
抵

抗
」
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
16

。
た
だ
し
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
精

神
的
次
元
か
ら
政
治
的
な
非
暴
力
闘
争
へ
踏
み
込
む
こ
と
も
否
定
は

し
な
い
。
そ
の
場
合
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
主
に
言
論
や
外
交
を
通
じ

た
政
治
的
闘
争
を
行
う
の
に
対
し
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
断
食
（fast

）

や
平
和
行
進
（peace w

alk

）
等
の
抗
議
行
動
を
支
持
す
る
17

、
と

い
っ
た
違
い
が
み
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
そ
れ
に
比
べ
、

よ
り
大
衆
化
さ
れ
た
瞑
想
法
を
作
り
出
し
て
い
る
。
歩
き
な
が
ら
の

瞑
想
法
や
簡
素
な
呼
吸
法
な
ど
は
一
般
人
が
日
常
生
活
で
実
践
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
に
よ
る
説
明
の
仕
方
も
非
常
に
平

易
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
が
考
案
し
た
「
否
定
的
な
感
情
を
認
め
て

変
え
る
た
め
の
微
笑
み
の
瞑
想
」
は
、
息
を
吸
い
な
が
ら
自
分
の
心

身
の
痛
み
を
意
識
し
た
後
、
息
を
吐
き
な
が
ら
そ
れ
に
微
笑
み
か
け

る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
段
階
的
に
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
18

。
ま
た
、

歩
き
な
が
ら
瞑
想
す
る
こ
と
の
効
能
も
力
説
し
て
や
ま
な
い
。
こ
れ

は
、
集
中
し
て
ゆ
っ
く
り
歩
き
、
息
を
吸
っ
た
り
吐
い
た
り
す
る
あ

い
だ
に
自
分
が
何
歩
進
ん
で
い
る
か
を
意
識
す
る
よ
う
な
瞑
想
法
と

さ
れ
る
19

。
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
深
淵
な
真
理
を
内
観
す
る
仏
教
本

来
の
瞑
想
よ
り
も
一
種
の
心
理
療
法
的
な
瞑
想
を
重
視
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
仏
教
の
実
践
を
社
会
生
活
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
も
、
瞑
想
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
日
常
生
活

に
お
け
る
瞑
想
も
可
能
だ
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
瞑
想
の
完
成
を

非
常
に
困
難
な
道
の
り
と
考
え
る
た
め
、
集
中
的
な
精
神
修
行
に
は

公
式
の
瞑
想
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
行
く
の
が
よ
い
と
す
る
20

。
結
局
、
日

常
生
活
で
の
瞑
想
は
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
ず
、
瞑
想
の
諸
段
階
に
関
す

る
高
度
な
講
義
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
仏
教
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
聖
者
の
悟
り
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を
目
指
す
瞑
想
で
は
な
く
日
常
的
な
「
気
づ
き
」
の
瞑
想
法
の
開
発

に
力
を
注
い
だ
。
一
日
中
、
誰
で
も
、
ど
こ
で
も
、
簡
単
に
で
き
る

瞑
想
の
健
康
法
を
仏
教
的
に
考
え
出
し
た
。
仏
教
の
瞑
想
を
、
い
わ

ば
「
心
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
」
に
仕
立
て
上
げ
た
。
い
う
な
れ
ば
「
仏

教
の
非
仏
教
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
従
来
仏
教
に
無
関
心
だ
っ

た
人
々
も
関
心
を
寄
せ
始
め
、
近
年
の
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
米
グ
ー

グ
ル
本
社
で
講
演
す
る
な
ど
、
幅
広
い
分
野
で
瞑
想
指
導
を
行
っ
て

い
る
と
い
う
。

　

と
は
い
え
、
瞑
想
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
化
と
い
う
試
み
が
持
つ
大
衆

性
と
は
裏
腹
に
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
掲
げ
て
い
る
宗
教
的
な
理
想
は

ど
こ
ま
で
も
峻
厳
で
あ
る
。
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
説
く
「
心
の
エ
ク
サ

サ
イ
ズ
」
に
魅
了
さ
れ
る
人
々
の
多
く
は
、
精
神
安
定
を
は
か
る
瞑

想
法
の
行
き
着
く
果
て
に
苛
烈
な
自
己
犠
牲
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の

に
恐
ら
く
気
づ
い
て
い
な
い
。
峻
厳
な
自
己
犠
牲
の
理
想
は
、
極
限

状
態
に
お
け
る
非
暴
力
の
信
念
の
保
持
と
い
う
形
で
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
時
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
と
と
も
に
奉
仕
活
動

を
行
っ
た
多
く
の
同
志
が
殺
さ
れ
た
。
彼
は
と
て
つ
も
な
い
苦
し
み

に
襲
わ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
人
々
に
「
あ
な
た
が
暴
力
の
せ
い
で
死

ぬ
と
し
て
も
、
自
分
を
殺
し
た
人
を
許
せ
る
よ
う
に
哀
れ
み
に
つ
い

て
瞑
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
回
っ
た
と
い
う
21

。『
忠

告
』
と
題
す
る
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
詩
が
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、

そ
の
前
半
部
分
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
『
忠
告
』

　
　

私
に
約
束
し
て
く
だ
さ
い

　
　

今
日
、
私
に
約
束
し
て
く
だ
さ
い

　
　

い
ま
、
私
に
約
束
し
て
く
だ
さ
い

　
　

太
陽
が
頭
上
に
あ
る
あ
い
だ
に

　
　

ま
さ
し
く
天
頂
に
あ
る
あ
い
だ
に

　
　

私
に
約
束
し
て
く
だ
さ
い

　
　

た
と
え
彼
ら
が

　
　

山
ほ
ど
の
憎
し
み
と
暴
力
で

　
　

あ
な
た
を
打
ち
倒
し
て
も

　
　

た
と
え
彼
ら
が
あ
な
た
を
虫
け
ら
の
よ
う
に

　
　

踏
み
つ
け
、
踏
み
つ
ぶ
し
て
も

　
　

 

た
と
え
彼
ら
が
あ
な
た
の
手
足
を
斬
り
と
り
、
は
ら
わ
た
を
抜

い
て
も

　
　

忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
、
兄
弟
よ

　
　

忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い

　
　

人
は
あ
な
た
の
敵
で
は
な
い
と

　　
　

あ
な
た
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一
の
も
の
は
哀
れ
み
―
―
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無
敵
で
、
無
限
で
、
無
条
件
の
、
哀
れ
み
で
す

　
　

憎
し
み
で
は
決
し
て
対
抗
で
き
ま
せ
ん

　
　

人
の
中
の
野
獣
に
は

　
　
（
以
下
省
略
）22 

　　

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
瞑
想
指
導
に
よ
っ
て
怒
り
の
心
か
ら
解
放
さ
れ

た
。
そ
う
語
る
人
た
ち
は
少
な
か
ら
ず
い
よ
う
。
だ
が
、
し
か
し
、

自
分
を
虫
け
ら
の
よ
う
に
踏
み
つ
ぶ
し
、
憎
悪
で
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り

刻
も
う
と
す
る
者
た
ち
に
も
哀
れ
み
を
か
け
る
、
と
「
約
束
」
で
き

る
人
が
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
か
く
も

過
酷
な
信
念
に
多
く
の
人
々
を
誘
導
す
る
た
め
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
瞑

想
の
一
般
化
を
試
み
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
元
々
脱
世
俗

的
な
タ
イ
プ
の
仏
教
を
強
い
て
世
俗
社
会
に
か
か
わ
ら
せ
よ
う
と
す

る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
彼
が
進
め
る
「
仏
教
の
非
仏
教
化
」
の
背

後
に
あ
る
の
は
「
社
会
の
脱
世
俗
化
」
と
い
う
意
図
で
あ
る
。

　

な
お
、
筆
者
が
こ
こ
で
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
仏
教
を
脱
世
俗
的
と

称
す
る
ゆ
え
ん
は
、
彼
の
主
張
が
明
ら
か
に
世
俗
の
倫
理
を
超
脱
す

る
か
ら
で
あ
る
。
世
俗
社
会
の
ル
ー
ル
で
は
、
不
当
な
暴
力
に
対
す

る
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
、
世
俗
社
会

に
お
け
る
正
当
防
衛
ま
で
否
定
す
る
思
想
は
な
い
。
ブ
ッ
ダ
は
、
脱

世
俗
的
な
出
家
教
団
の
ル
ー
ル
と
し
て
不
殺
生
戒
の
厳
守
を
定
め
た

が
、
政
治
的
反
戦
な
ど
の
社
会
運
動
は
行
っ
て
い
な
い
。
社
会
的
な

非
暴
力
闘
争
は
、
近
代
以
降
に
生
ま
れ
た
新
た
な
思
想
で
あ
る
。
ま

た
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
は
、
一い

っ

闡せ
ん

提だ
い

（
仏
に
な
る
種
子
を
断
っ
た

極
悪
人
の
こ
と
＝
筆
者
注
）
の
仏
性
を
め
ぐ
る
『
涅
槃
経
』
の
議
論

の
よ
う
に
、
人
間
の
絶
対
的
尊
厳
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
悪
人
を

断
固
と
し
て
裁
く
思
想
も
み
ら
れ
る
。「
人
間
」は
許
し
て
も「
悪
人
」

は
許
さ
な
い
、
怒
り
を
生
か
し
て
菩
提
を
現
ず
る
、
そ
う
し
た
自
在

な
実
践
が
大
乗
仏
教
に
は
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ナ
ッ
ト
・

ハ
ン
は
大
乗
仏
教
徒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
自
分
を

殺
す
悪
人
を
哀
れ
み
、
許
せ
、
と
頑
な
に
唱
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
同
じ
く
、
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
も
ガ
ン
デ
ィ
ー
的
な

非
暴
力
主
義
の
実
践
者
と
い
え
る
。
だ
が
、
彼
が
仏
教
的
な
平
和
主

義
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
世
俗
と
脱
世
俗
の
違
い
を
明
確
化
し
、
世

俗
社
会
に
お
い
て
智
慧
の
倫
理
、
す
な
わ
ち
状
況
倫
理
的
な
も
の
を

認
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

４
．
人
間
革
命
と
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
―
池
田
大
作

　

創
価
学
会
の
名
誉
会
長
で
あ
る
池
田
大
作
は
、
今
の
日
本
で
最

も
社
会
的
影
響
力
を
持
っ
た
仏
教
者
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
八
年
生

ま
れ
の
池
田
は
、
少
年
時
代
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
体
験

し
、
反
戦
平
和
主
義
の
信
念
を
育
ん
だ
。
十
九
歳
で
創
価
学
会
に
入

会
し
、
戸
田
城
聖
（
後
の
第
二
代
会
長
）
に
師
事
し
た
。
創
価
学
会

は
、
十
三
世
紀
の
日
本
の
仏
教
僧
・
日
蓮
を
信
奉
す
る
在
家
仏
教
団
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体
で
あ
る
。創
価
学
会
の
草
創
期
に
目
覚
し
い
活
躍
を
し
た
池
田
は
、

戸
田
の
死
後
、
同
会
の
実
質
的
な
指
導
者
と
な
り
、
一
九
六
〇
年
、

三
二
歳
の
若
さ
で
第
三
代
会
長
に
就
任
し
た
。

　

池
田
は
、
約
二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
創
価
学
会
の
会
長
職
を
務
め

た
が
、
こ
の
間
、
創
価
学
会
は
日
本
国
内
で
公
称
八
百
万
世
帯
を
超

え
る
会
員
数
を
擁
す
る
ま
で
に
発
展
す
る
。ま
た
、名
誉
会
長
に
な
っ

て
か
ら
の
池
田
は
、海
外
で
の
布
教
活
動
に
も
力
を
入
れ
た
。
現
在
、

創
価
学
会
員
が
居
住
す
る
国
は
一
九
二
ヶ
国
に
の
ぼ
り
、
世
界
各
地

に
一
二
〇
〇
万
人
以
上
の
会
員
が
い
る
と
い
う
23

。

　

創
価
学
会
の
仏
教
思
想
の
最
た
る
特
徴
は
、
現
世
に
お
い
て
過
去

世
の
悪
業
を
す
べ
て
消
滅
で
き
る
、
と
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
教

的
な
業
の
因
果
論
に
基
づ
け
ば
、
戦
争
に
苦
し
む
人
々
は
悪
業
の
報

い
を
受
け
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
人
類
が
悪
業
か
ら
自
由
に
な
れ
れ
ば

現
世
の
戦
争
も
な
く
な
る
わ
け
だ
が
、
一
般
の
仏
教
思
想
で
は
、
人

間
が
過
去
世
か
ら
の
悪
業
の
影
響
を
今
生
一
回
で
打
ち
消
す
の
は
不

可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
社
会
的
良
心
を
持
っ
た
仏
教
者
た

ち
は
、
せ
め
て
今
以
上
の
悪
業
を
積
ま
せ
な
い
よ
う
に
「
怒
り
や
憎

し
み
の
心
を
捨
て
よ
」
と
人
々
に
説
き
、
状
況
打
開
の
唯
一
の
方
途

と
し
て
政
治
的
次
元
で
の
非
暴
力
的
抵
抗
に
活
路
を
見
出
す
。
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
し
か
り
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
し
か
り
、
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
蓮
は
〝『
法
華
経
』
を
信
ず
る
人
は
、
す
べ
て
の

悪
業
を
現
世
で
生
き
て
い
る
う
ち
に
消
滅
し
て
成
仏
で
き
る
〞
と
力

説
し
た
。現
象
世
界
を
支
配
す
る
の
は
原
因
と
結
果
の
法
則
で
あ
る
。

そ
の
因
果
の
法
則
の
根
元
に
「
因
果
倶
時
」（
原
因
と
結
果
が
同
時

に
あ
る
こ
と
＝
筆
者
注
）
の
法
（
妙
法
蓮
華
経
）
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

因
果
に
自
在
な
妙
法
に
帰
依
し
、
妙
法
を
自
ら
の
生
命
に
顕
現
す
れ

ば
、
人
々
は
因
果
の
鉄
鎖
を
断
ち
切
り
、
戦
争
や
災
害
と
い
っ
た
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
運
命
的
な
災
難
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
真
に
平

和
な
国
家
を
つ
く
る
に
は
、
正
し
い
法
た
る
妙
法
を
世
に
立
て
る
以

外
に
な
い
―
―
。
こ
れ
が
、
日
蓮
の
平
和
論
の
核
心
を
な
す
「
立
正

安
国
」
の
思
想
で
あ
る
。

　

池
田
は
、
か
か
る
日
蓮
の
立
正
安
国
を
信
ず
る
立
場
か
ら
、
政
治

的
次
元
よ
り
も
宗
教
的
次
元
で
の
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す

る
。
池
田
に
と
っ
て
真
の
敵
は
、
戦
争
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
戦
争

の
根
源
的
原
因
と
し
て
の
人
間
の
悪
業
で
あ
る
。
人
間
が
悪
業
の
呪

縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
、
池
田
は
「
人
間
革
命
」
と
呼
ぶ
。
彼

が
著
し
た
長
編
小
説
『
人
間
革
命
』
は
、「
戦
争
ほ
ど
残
酷
な
も
の

は
な
い
。
戦
争
ほ
ど
悲
惨
な
も
の
は
な
い
」と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
。

そ
し
て
、「
一
人
の
人
間
に
お
け
る
偉
大
な
人
間
革
命
は
、
や
が
て

一
国
の
宿
命
の
転
換
を
も
成
し
遂
げ
、
さ
ら
に
全
人
類
の
宿
命
の
転

換
を
も
可
能
に
す
る
」
と
の
テ
ー
ゼ
が
示
さ
れ
る
24

。

　

人
間
革
命
は
、
わ
れ
わ
れ
が
悪
業
の
影
響
か
ら
自
由
に
な
り
、
真

に
自
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
一
九
七
〇
年
代
の
前
半
、

池
田
は
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
と
長
期
に
わ
た
る
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対
談
を
行
っ
た
が
、
そ
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
　

 　

仏
法
が
教
え
、
ま
た
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
究
極
の
理
想

は
、人
間
の
本
源
的
主
体
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、

各
人
の
宿
業
に
対
す
る
主
体
性
で
あ
り
、
社
会
的
・
自
然
的
環

境
に
対
す
る
主
体
性
で
も
あ
り
ま
す
25

。

　

人
間
革
命
と
は
宿
命
の
転
換
で
あ
り
、そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず「
人

間
の
本
源
的
主
体
性
の
確
立
」
を
も
た
ら
す
。
か
か
る
本
源
的
主
体

性
を
確
立
し
た
究
極
の
理
想
的
人
格
こ
そ
「
仏
」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
仏
の
生
命
は
一
個
人
で
あ
り
な
が
ら
も
宇
宙
的
な
広
が

り
を
持
っ
て
い
る
と
、池
田
は
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、仏
と
は
「
宇

宙
の
背
後
に
、ま
た
宇
宙
全
体
を
含
ん
で
実
在
す
る
〝
法
〞
を
悟
り
、

そ
の
〝
法
〞
と
一
体
化
し
て
〝
大
我
〞
を
得
た
人
格
の
こ
と
」26

だ
と

い
う
。
池
田
が
考
え
る
究
極
の
人
格
は
宇
宙
的
な
大
我
を
実
現
し
た

人
で
あ
る
。
池
田
は
、仏
教
の
大
我
論
に
立
脚
す
る「
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」を
広
く
提
唱
し
て
き
た
。
彼
も
ま
た
、〈
私
と
い
う
宇
宙
〉

を
提
唱
す
る
現
代
の
仏
教
者
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
併
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
池
田
が
掲
げ
る
宇
宙

的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
大
衆
性
で
あ
る
。
創
価
学
会
に
お
い
て
、
人

間
革
命
の
実
践
は
何
も
超
人
的
な
努
力
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
広
く
一
般
民
衆
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
創
価
学
会
員

の
信
仰
実
践
は
簡
素
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
日
蓮
が
顕
わ
し
た
曼
荼

羅
本
尊
に
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
繰
り
返
し
唱
え
れ
ば
よ
い
と
さ

れ
て
い
る
27

。
し
か
も
、
日
蓮
仏
教
で
は
「
世
法
即
仏
法
」「
煩
悩

即
菩
提
」
と
い
う
法
華
経
的
な
立
場
を
踏
ま
え
、
信
仰
に
励
め
ば
日

常
の
行
動
が
自
然
に
仏
法
化
さ
れ
る
の
で
、
怒
り
や
憎
し
み
を
無
理

に
消
滅
さ
せ
る
必
要
も
な
い
と
説
く
。
創
価
学
会
が
、
世
界
中
で
数

百
万
人
の
会
員
を
獲
得
で
き
た
要
因
の
一
つ
は
、こ
う
し
た
易
行
性
、

大
衆
性
に
あ
ろ
う
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
利
他
性
も

あ
る
。
創
価
学
会
員
が
毎
朝
夕
に
行
う
祈
り
は
、「
世
界
の
平
和
と

一
切
衆
生
の
幸
福
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

宇
宙
的
自
己
は
万
物
と
一
体
で
あ
り
、
全
生
物
、
全
自
然
と
共
に
幸

福
に
な
ら
な
け
れ
ば
自
分
一
人
の
幸
福
も
あ
り
得
な
い
。
す
ぐ
れ
て

大
乗
仏
教
的
な
幸
福
論
が
、
創
価
学
会
に
は
あ
る
。
人
間
革
命
を
通

じ
て
〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
の
視
座
に
立
っ
た
民
衆
が
、
人
間
社
会
や

地
球
環
境
を
共
生
の
方
向
へ
と
導
い
て
い
く
―
―
池
田
は
、
そ
の
よ

う
な
世
界
平
和
へ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
日
蓮
仏
教
が
運
命
的
な
悪
の
力
か
ら
人
類
を
解
放
し
、

世
界
に
真
の
平
和
と
幸
福
を
も
た
ら
す
の
だ
と
い
う
宗
教
的
確
信
が

強
い
分
、
創
価
学
会
員
は
自
分
の
信
仰
を
無
認
識
に
批
判
す
る
勢
力

に
対
し
て
激
し
く
反
発
す
る
傾
向
が
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

日
本
社
会
に
お
い
て
、
創
価
学
会
員
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
一
般
の
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人
々
に
誤
解
を
与
え
が
ち
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
池
田
は
人
間
革
命
論
に
基
づ
き
、
精
神
的
次
元
で
の

脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
非
宗
教
的
活
動
も
多
彩
に
展
開
し
て
い
る
。

池
田
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
志
向
は
、
い
か
な
る
社
会
体
制
下
で
も
人

間
革
命
を
な
し
う
る
「
人
間
」
が
い
る
か
ぎ
り
平
和
で
幸
福
な
社
会

は
実
現
で
き
る
、
と
の
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
と

の
対
談
の
中
で
、
池
田
は
「
君
主
制
に
せ
よ
独
裁
制
に
せ
よ
、
制
度

自
体
は
す
べ
て
権
力
に
関
係
す
る
者
の
姿
勢
如
何
で
、
善
に
も
な
れ

ば
悪
に
も
な
る
」28

と
述
べ
て
い
る
。
人
間
革
命
論
は
一
つ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
世
界

人
類
の
幸
福
の
た
め
に
生
か
し
ゆ
く
、
生
命
の
存
在
そ
の
も
の
の
根

源
力
を
信
奉
す
る
思
想
、
言
い
換
え
る
な
ら
生
命
的
存
在
論
な
の
で

あ
る
。

　

一
人
の
人
間
革
命
は
万
人
の
人
間
革
命
を
呼
び
起
こ
す
と
、
池
田

は
言
う
。一
人
の
人
間
革
命
に
よ
っ
て
顕
現
さ
れ
る
大
き
な
自
己
は
、

そ
の
宇
宙
的
な
存
在
の
広
が
り
ゆ
え
に
縁
あ
る
人
々
、
最
終
的
に
は

全
人
類
の
業
に
善
の
影
響
を
与
え
、
そ
の
人
間
革
命
を
促
さ
ず
に
は

お
か
な
い
。
こ
の
考
え
方
か
ら
は
、
真
正
面
か
ら
布
教
活
動
ば
か
り

行
わ
な
く
て
も
、
人
間
同
士
の
友
好
を
深
め
る
こ
と
で
人
間
革
命
の

輪
を
広
げ
て
い
け
る
と
い
う
姿
勢
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
池
田
は
、
宗
教
活
動
の
傍
ら
、
世
界
平
和
を
目
指

し
て
各
国
の
政
治
家
、
文
化
人
、
学
者
等
と
積
極
的
に
会
見
を
行
い
、

人
類
的
課
題
に
つ
い
て
様
々
に
対
談
を
重
ね
て
き
た
。
彼
は
脱
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
冷
戦
時
代
に
東
西
両
陣
営

の
中
心
的
指
導
者
と
会
う
な
ど
、
現
在
ま
で
に
世
界
五
四
か
国
・
地

域
を
歴
訪
し
て
対
話
を
行
っ
て
き
た
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
政
治
的
な
非
暴
力
闘
争
を
行
う
中
で
共
産
主

義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
し
、
度
々
国
際
政
治
の
緊
張
を
作
り
出

し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
池
田
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
如
何
を
問
わ

ず
世
界
中
の
指
導
者
た
ち
と
友
好
を
深
め
、
分
断
さ
れ
た
世
界
を
結

び
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
彼
の
対
話
の
仕
方
は
、
対
決
的
で
も
な
け

れ
ば
妥
協
的
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
人
間
と
人
間
の
共
感
に
基
づ
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
創
価
学
会
で
は
、
こ
れ
を
人
間
主
義
の
対

話
と
称
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
人
間
主
義
の
対
話
外
交

は
、
一
面
で
は
政
治
的
信
念
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
、
こ
の

点
が
し
ば
し
ば
批
判
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、
大

規
模
な
核
戦
争
が
起
き
て
し
ま
え
ば
、
精
神
的
次
元
か
ら
の
平
和
行

動
の
積
み
重
ね
も
烏
有
に
帰
す
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
池
田
も
、
地
球

的
な
諸
問
題
に
関
し
て
は
積
極
的
に
政
治
的
次
元
に
か
か
わ
り
、
国

連
中
心
主
義
に
立
ち
な
が
ら
29

、
核
兵
器
の
廃
絶
や
地
球
環
境
の
保

護
を
訴
え
る
政
策
提
言
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
日
本
に
お
け
る
創
価
学
会
は
政
党
を
作
っ
た
た
め
に
、
一

方
で
は
「
宗
教
者
な
の
に
、
精
神
的
次
元
に
専
念
し
て
い
な
い
」
と
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非
難
さ
れ
30

、
他
方
で
は
「
公
明
党
の
政
策
は
ご
都
合
主
義
的
だ
」

と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
創
価
学
会
が
公
明
党
を
支
援
す

る
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
公
明
党
は
本
当
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

理
想
を
持
た
な
く
て
よ
い
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
、
創
価
学

会
は
今
、よ
り
説
得
力
の
あ
る
回
答
を
示
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

結
論

　

今
日
、
公
共
的
責
任
を
担
お
う
と
す
る
仏
教
者
た
ち
は
、「
無
我
」

を
自
己
の
消
滅
と
は
考
え
て
い
な
い
。
彼
ら
は
無
我
を
縁
起
の
視
点

か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
相
互
依
存
す
る
自
己
を
肯
定

し
、
そ
こ
か
ら
仏
教
的
な
責
任
の
主
体
を
自
覚
す
る
。

　

現
代
の
タ
イ
に
は
、「
開
発
僧
」
と
呼
ば
れ
る
上
座
部
仏
教

（T
heravada Buddhism

）
の
僧
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
、
原
始

仏
教
に
立
ち
返
っ
て
経
済
至
上
主
義
的
な
タ
イ
の
近
代
化
の
流
れ
を

批
判
し
、
縁
起
の
理
法
に
基
づ
く
共
生
社
会
の
理
想
を
唱
え
つ
つ
、

タ
イ
の
各
地
域
で
内
発
的
発
展
（endogenous developm

ent
）

の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
タ
イ
の
開
発

僧
た
ち
が
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
責
任
感
を
持
っ
て
発
言
し
、
行
動
し

て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
深
刻
な
国
際
紛
争
や
地
球
的
規
模
で
起

き
て
い
る
環
境
破
壊
、
貧
困
、
格
差
、
人
種
差
別
等
の
人
類
的
課
題

に
対
し
、
彼
ら
が
主
導
的
な
役
割
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
姿
は
、

残
念
な
が
ら
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
彼
ら
の
自
覚
は
〈
無
我
＝
縁
起

＝
社
会
的
自
己
〉
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
。

　

他
方
、無
限
の
利
他
を
掲
げ
る
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
立
脚
し
て〈
無

我
＝
縁
起
＝
宇
宙
的
自
己
〉
の
仏
教
を
唱
え
る
の
が
、
小
論
で
取
り

上
げ
た
三
人
の
地
球
仏
教
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、〈
私
と
い
う

宇
宙
〉
の
視
座
か
ら
地
球
全
体
に
対
す
る
責
任
感
を
持
ち
、
内
な
る

平
和
に
基
づ
く
非
暴
力
世
界
の
構
築
を
願
っ
て
行
動
す
る
。
ま
た
彼

ら
は
皆
、
自
ら
が
戦
争
や
紛
争
の
被
害
者
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
血

肉
化
さ
れ
た
反
戦
平
和
主
義
の
信
念
を
形
成
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
彼
ら
の
世
界
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
ず
し
も
一

様
で
は
な
い
。
内
な
る
平
和
を
と
も
な
う
非
暴
力
主
義
を
主
張
す
る

点
は
、
三
人
と
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
亡
命
政
府
の

指
導
者
だ
っ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
積
極
的
に
政
治
的
領
域
に
か
か
わ

り
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
社
会
奉
仕
や
抗
議
行
動
を
好
み
、

池
田
大
作
は
「
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
標
榜
し
つ
つ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
超
え
た
交
流
と
国
連
支
援
に
熱
心
で
あ
る
。
ど
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
最
も
成
功
す
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
歴
史
の
審
判
を

待
つ
し
か
な
い
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
不
殺
生
の
仏
教
的
信
念
を
政
治
的
次
元
に
持

ち
込
む
こ
と
で
世
界
的
な
賞
賛
を
浴
び
た
が
、
そ
の
攻
撃
的
な
政
治

的
態
度
に
よ
っ
て
反
対
勢
力
と
友
好
的
に
対
話
す
る
道
を
閉
ざ
し
て

い
る
感
が
あ
る
。
愛
に
貫
か
れ
た
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
思
想

と
行
動
は
、
人
類
の
良
心
に
呼
び
か
け
て
や
ま
な
い
が
、
そ
の
崇
高
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さ
ゆ
え
に
大
衆
性
や
人
命
尊
重
の
精
神
に
欠
け
る
嫌
い
が
あ
る
。
池

田
大
作
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
平
和
行
動
は
分
断
さ
れ
た
世
界
を

結
び
合
わ
せ
る
力
と
な
っ
て
い
る
が
、
逆
に
そ
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

性
が
政
治
的
次
元
で
様
々
な
誤
解
を
生
む
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
三
人
の
布
教
態
度
も
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト

中
観
派
の
難
解
な
理
論
を
欧
米
の
知
識
人
の
た
め
に
噛
み
砕
い
て
解

説
し
、
現
代
文
明
の
諸
問
題
と
も
リ
ン
ク
さ
せ
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、

「
仏
教
の
現
代
化
」
を
試
み
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
来
は
深
淵
な

悟
り
の
境
地
を
目
指
す
仏
教
の
瞑
想
修
行
を
一
般
的
な
心
の
エ
ク
サ

サ
イ
ズ
に
仕
立
て
上
げ
、瞑
想
の
日
常
生
活
化
を
追
求
す
る
テ
ィ
ク
・

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、「
仏
教
の
非
仏
教
化
」
を
推
進
し
て
い
る
。
運

命
か
ら
の
人
間
の
自
立
を
意
味
す
る
人
間
革
命
を
提
唱
し
、
大
衆
性

と
利
他
性
を
持
っ
た
教
義
で
社
会
変
革
に
熱
心
に
取
り
組
む
池
田
大

作
は
、「
仏
教
の
社
会
化
」
を
は
か
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

世
界
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
現
代
社
会
と
の
か
か
わ
り
方
、
こ

の
両
面
に
お
い
て
、〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
を
唱
え
る
仏
教
者
た
ち
の

真
価
は
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
問
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

〈
注
〉

１ 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』
岩
波
文
庫
、一
九
八
〇
年
、六
三
頁
。

２ 

同
右
、
九
七
頁
。

３  

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、木
村
肥
佐
男
訳『
チ
ベ
ッ
ト　

わ
が
祖
国
』中
公
文
庫
、

二
〇
〇
一
年
（
改
版
）、
一
三
五
頁
。

４ 

同
右
。

５ 

同
右
、
一
八
九
頁
。

６ 

同
右
、
一
九
〇
頁
。

７  

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
塩
原
道
緒
訳
『
世
界
平
和
の
た
め
に
』
角
川
春
樹

事
務
所
、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
頁
。

８  

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
三
浦
順
子
訳
『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ　

愛
と
非
暴
力
』

春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
二
二
頁
。

９ 

同
右
、
一
二
五
頁
。

10  

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
三
枝
充
悳
訳
『
中
論
（
下
）』
レ
グ
ル
ス
文
庫
、

一
九
八
四
年
、
六
五
一
頁
。

11  

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
マ
リ
ア
・
リ
ン
チ
ェ
ン
訳
『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の

『
中
論
』
講
義　

第
18
・
24
・
26
章
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、

二
〇
二
、二
〇
七
頁
。

12  

前
掲
書
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
塩
原
訳
『
世
界
平
和
の
た
め
に
』
一
八
頁
。

13   

テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
塩
原
通
緒
著
『
あ
な
た
に
平
和
が
訪
れ

る　

禅
的
生
活
の
す
す
め
』
ア
ス
ペ
ク
ト
、二
〇
〇
五
年
、二
四
九
頁
。

14   
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
棚
橋
一
晃
訳
『
仏
の
教
え　

ビ
ー
イ
ン

グ
・
ピ
ー
ス　

ほ
ほ
え
み
が
人
を
生
か
す
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
、

一
〇
一
頁
。
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15 
同
右
、
一
四
三
頁
。

16 
同
右
、
一
五
八
頁
。

17  
例
え
ば
、
そ
の
著
『
平
和
は
こ
こ
に
始
ま
る
』
に
お
い
て
、
ナ
ッ

ト
・
ハ
ン
は
中
東
問
題
の
解
決
の
た
め
に
「
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
一
グ

ル
ー
プ
が
集
ま
っ
て
、
ど
こ
か
目
立
つ
場
所
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
か
パ
リ
で
、
断
食
を
実
行
し
た
ら
ど
う
か
」
と
提
案
し
、
断
食
に

よ
る
非
暴
力
的
抵
抗
を
勧
め
て
い
る
（T

hich N
hat H

anh, Peace 
Begins H

ere: Palestinians and Israelis Listening to Each 
O
ther ﹇Berkeley, CA

 : Parallax Press, 2004

﹈, p. 114

）。

18   

前
掲
書
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
塩
原
訳
『
あ
な
た
に
平
和
が

訪
れ
る　

禅
的
生
活
の
す
す
め
』
三
九
〜
四
〇
頁
。

19 

同
右
、
三
〇
〜
三
一
頁
。

20 

前
掲
書
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
塩
原
訳
『
世
界
平
和
の
た
め
に
』
五
九
頁
。

21  

前
掲
書
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
塩
原
訳
『
あ
な
た
に
平
和
が

訪
れ
る　

禅
的
生
活
の
す
す
め
』
一
四
三
頁
。

22 

同
右
、
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。

23  

創
価
学
会
公
式
ネ
ッ
ト
「SO

K
A
net

」(http://w
w
w
.sokanet.jp/

sgi/gaiyo.htm
l)

。

24  『
池
田
大
作
全
集
』
第
一
四
四
巻
、
聖
教
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
、

一
七
〜
一
八
頁
。

25 『
池
田
大
作
全
集
』
第
三
巻
、聖
教
新
聞
社
、一
九
九
一
年
、六
三
二
頁
。 

26 

同
右
、
五
三
九
頁
。

27  

具
体
的
に
は
、
朝
夕
の
二
回
、
自
宅
に
安
置
し
た
曼
荼
羅
本
尊
に
向

か
っ
て
『
法
華
経
』
の
要
品
を
五
分
程
読
誦
し
、後
は
好
き
な
だ
け
「
南

無
妙
法
蓮
華
経
」
の
題
目
を
唱
え
る
こ
と
が
基
本
的
な
修
行
と
な
る
。

28 

前
掲
書
『
池
田
大
作
全
集
』
第
三
巻
、
四
〇
六
頁
。

29  

国
連
中
心
主
義
に
立
つ
こ
と
は
、
政
治
的
次
元
に
や
む
を
得
ず
踏
み

込
ん
だ
池
田
が
、
そ
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
堅
持
し
続
け
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

30  

日
本
国
内
で
は
、
創
価
学
会
を
支
持
母
体
と
す
る
公
明
党
の
存
在
に

関
し
て
、「
政
教
一
致
」
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
の
声
が
よ
く
聞
か

れ
る
。
し
か
し
、
創
価
学
会
の
社
会
理
想
に
基
づ
け
ば
、
彼
ら
の
政

治
参
加
は
、
共
生
の
仏
教
的
エ
ー
ト
ス
を
社
会
に
広
げ
る
試
み
の
一

つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
理
念
と
つ
な
が
っ
て
い
る
が
宗

教
活
動
で
は
な
い
。
公
明
党
が
結
党
さ
れ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
五
一
年
が

経
過
し
た
。
そ
の
間
、
彼
ら
が
仏
教
的
な
戒
律
を
条
例
化
し
よ
う
と

し
た
り
、
政
治
権
力
を
用
い
て
他
宗
教
の
布
教
を
制
限
し
よ
う
と
し

た
り
、
と
い
っ
た
動
き
は
、
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
創
価
学

会
の
政
治
参
加
と
は
、
あ
く
ま
で
倫
理
的
に
政
治
に
か
か
わ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
初
期
に
提
唱
し
た
「
王
仏
冥
合
」
の
理
念
も
、

倫
理
的
な
政
治
へ
の
か
か
わ
り
を
意
味
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

　

  

創
価
学
会
員
に
は
、
世
界
平
和
と
を
願
う
民
衆
の
代
表
と
し
て
自
分

た
ち
が
政
治
に
参
加
す
る
の
だ
、
と
の
意
識
が
強
い
。
と
こ
ろ
が
反

対
勢
力
の
側
は
、
創
価
学
会
が
実
際
に
は
公
明
党
を
布
教
の
手
段
に

し
て
い
る
、
と
考
え
る
。
か
く
し
て
、
両
者
の
間
に
は
摩
擦
が
絶
え

な
い
わ
け
で
あ
る
。
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〈
要
旨
〉

　
　

 　

人
類
と
い
う
言
葉
は
、
初
め
か
ら
生
物
学
的
に
人
間
を
独
立

的
に
分
類
し
出
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
用
語
は
、

天
地
人
の
三
才
思
想
に
お
い
て
人
間
社
会
を
意
味
す
る
天
下
世

界
と
地
上
世
界
と
一
緒
に
使
わ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
天
地
自
然

と
天
地
の
間
で
暮
ら
し
て
い
る
人
間
は
、
結
局
同
じ
で
あ
る
と

い
う
天
人
合
一
の
表
現
か
ら
見
れ
ば
、
天
は
大
宇
宙
で
あ
り
、

人
は
小
宇
宙
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
つ
の
似
た
者
同
士

で
あ
る
宇
宙
と
し
て
、
天
地
は
〝
保
合
太
和
〞（
周
易
）
し
、

人
類
は
〝
執
中
致
和
〞（
中
庸
）
し
、
一
如
終
始
で
誠
道
に
一

貫
す
る
存
在
だ
と
い
う
。
従
っ
て
、
宇
宙
と
人
間
は
独
自
的
に

運
行
、
流
行
、
交
流
す
る
の
で
は
な
く
、
万
物
万
象
の
大
和
合

を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 　

人
間
は
動
物
界
の
中
で
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
で
、
現
在
ま

で
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

 　

顔
淵
が
、
何
が
仁
な
の
か
訊
い
た
ら
、
孔
子
が
述
べ
た
。「
自

　

徐
　
坰
遙

発
表
論
文
③　

儒
家
思
想
で
の
〝
私
〞
と
〝
私
た
ち
〞

己
を
団
束
（
約
束
）
自
制
し
言
語
と
行
動
が
礼
（
待
接
）
に
合

う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
仁
だ
。
一
日
同
じ
く
自
分
を
団

束
し
、
言
行
が
礼
儀
の
全
て
に
合
う
な
ら
ば
、
天
下
も
仁
に
帰

依
す
る
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
を
修
養
す
る
こ
と
は
、
全
的
に
自
分

自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
人
に
頼
る
と
は
言
え
な
い
」

（『
論
語
』、
顔
淵
）。

　
　

  

〝
私
〞
と
い
う
存
在
は
自
己
と
他
人
を
分
別
す
る
意
識
か
ら
出

た
言
葉
で
あ
り
、〝
私
た
ち
〞
と
い
う
存
在
は
自
他
を
結
び
共

に
す
る
共
同
体
の
意
識
か
ら
出
た
言
葉
だ
。
克
己
の
体
、
己
は

肉
身
の
私
欲
の
塊
を
言
う
の
で
あ
り
、
自
他
が
調
和
し
一
つ
の

心
に
な
る
の
が
仁
で
あ
る
。
為
仁
の
仁
の
字
は
、
人
を
反
復
し

て
書
い
た
文
字
と
し
て
人
人
の
複
数
形
で
あ
る
人
々
の
群
れ

（

）
で
は
な
く
、
自
分
と
他
人
が
和
合
す
る
一
体
型
で
の
私

た
ち
だ
と
解
釈
で
き
る
。私
た
ち
の
結
束
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、

自
他
の
間
で
の
群
れ
と
し
て
の
利
欲
と
欲
心
で
あ
り
、
互
い
が

和
合
す
る
こ
と
で
は
物
足
り
な
い
怨
望
で
あ
る
。

東
日
本
国
際
大
学
名
誉
教
授

儒
学
文
化
研
究
所
所
長
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仲
弓
が
、
何
が
仁
な
の
か
と
訊
い
た
と
き
、
孔
子
は
述
べ
た
。

「
門
出
に
お
い
て
貴
賓
を
接
待
す
る
よ
う
に
、
民
を
使
っ
て
大

き
な
祭
祀
を
敬
い
迎
え
る
よ
う
に
す
る
の
だ
。
自
分
自
身
が
望

ま
な
い
事
を
他
人
に
無
理
や
り
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
す

れ
ば
国
家
官
吏
の
生
活
で
は
怨
恨
が
な
く
な
り
、
家
族
の
生
活

で
も
怨
恨
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
」（
上
同
）。

　
　

 　

こ
こ
で
言
っ
た
こ
と
は
、一
は
「
敬
慎
」
で
あ
り
、二
は
「
恕

道
」
で
あ
り
、三
は
「
天
怨
」
と
し
て
の
仁
の
外
的
な
作
用
だ
。

自
他
の
人
間
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
は
、
自
我
の
内
在
的
な
善

処
を
強
調
す
る
こ
と
だ
。

　
　

 　

こ
の
よ
う
に
私
と
私
た
ち
と
い
う
分
別
心
は
人
間
の
欲
心
か

ら
生
ま
れ
る
も
の
で
、
養
心
に
お
い
て
寡
欲
を
最
善
と
し
、
自

他
が
人
間
性
に
よ
り
待
対
関
係
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

キ
ー
ワ
ー
ド
： 

自
我
、
仁
思
想
、
和
諧
、
公
平
、
待
対
関
係
、

孝
悌
忠
信

１ 

．
緒
言

　

私
は
人
で
あ
り
、
私
た
ち
は
人
間
で
あ
る
。
私
と
私
た
ち
と
い
う

観
念
に
は
、
人
と
い
う
存
在
を
理
解
す
る
た
め
に
国
と
い
う
概
念
が

必
要
で
あ
り
、
人
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
私
た
ち
と
い
う
概
念
が

切
実
で
あ
る
。
人
間
社
会
は
人
と
人
と
の
出
会
い
に
よ
り
日
常
生
活

を
生
き
て
い
く
時
空
だ
。
人
類
は
生
命
を
保
護
し
生
活
を
維
持
す
る

た
め
に
、
自
給
自
足
の
た
め
の
生
存
方
式
で
組
織
的
な
社
会
を
構
成

し
、
協
力
し
て
き
た
。
人
間
社
会
は
一
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
誰
か
と
ペ
ア
に
な
り
生
き
て
い
く
。
宇
宙
の
全
て
の
生
命

体
が
陰
陽
待
対
で
群
生
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
は
男
女
の
中
で
一
方

に
生
ま
れ
協
力
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
。
乾
坤
は
ま
さ
に
二
種
類
の

対
立
的
矛
盾
で
あ
り
相
互
統
一
だ
。
そ
の
後
に
変
化
し
、
産
出
し
、

万
物
を
生
成
す
る
陰
陽
の
対
立
と
統
一
は
、
全
て
の
事
物
の
始
終
で

あ
る
。
人
間
社
会
で
は
男
女
は
夫
婦
と
し
て
ペ
ア
と
な
り
生
き
て
い

く
。〝
私
〞
と
い
う
生
命
体
は
他
人
と
共
に
〝
私
た
ち
〞
と
い
う
共

同
生
活
体
を
作
り
生
き
て
い
く
。
私
と
い
う
個
人
を
指
し
私
た
ち
と

い
う
社
会
共
同
体
を
い
う
。
私
た
ち
と
は
個
人
個
人
が
互
い
に
出
会

い
生
き
て
い
く
社
会
で
あ
り
、
個
人
は
社
会
の
一
構
成
員
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
と
は
、
考
え
言
語
を
使
用
し
、
道
具
を
作
り
使
う
社
会
を

作
る
動
物
で
あ
る
と
言
え
る
。
普
遍
的
に
人
と
同
じ
く
使
わ
れ
る
用

語
の
人
間
と
は
、
本
来
人
が
生
き
る
社
会
と
い
う
名
詞
だ
。
人
間
社

会
、
人
間
万
事
な
ど
の
略
語
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が
そ
の
例
だ
。

　
〝
私
〞
は
第
一
人
称
の
代
名
詞
だ
。
私
の
独
自
的
な
存
在
を
指
す
。

〝
あ
な
た
〞は
第
二
人
称
代
名
詞
と
し
て
私
と
相
対
に
な
る
存
在
だ
。

し
か
し
第
三
人
称
代
名
詞
は
〝
彼
〞
で
は
な
く
〝
私
た
ち
〞
が
妥
当

で
あ
る
。
私
た
ち
は
複
数
一
人
称
代
名
詞
と
し
て
人
と
い
う
範
疇
の

中
で
、
私
と
あ
な
た
そ
し
て
そ
れ
を
全
て
内
包
す
る
概
念
で
あ
る
。
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人
と
い
う
名
称
に
は
、
そ
の
使
い
方
に
よ
り
様
々
な
名
詞
が
派
生
す

る
。
人
類
、
人
物
、
人
品
、
人
性
、
人
格
、
為
人
（
人
に
な
る
）、
人
、

人
世
な
ど
だ
。
儒
家
の
経
典
は
人
文
学
の
宝
庫
だ
。
そ
れ
は
聖
賢
の

道
（
御
言
葉
、
立
言
）
と
し
て
人
間
社
会
の
人
間
万
事
に
関
す
る
格

言
が
載
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
事
の
全
て
の
道
理
で
あ

る
人
道
と
自
然
に
関
す
る
天
道
を
対
比
し
、
人
倫
と
日
用
の
道
（
方

法
）
を
教
え
る
御
言
葉
で
あ
る
。
人
類
と
は
人
間
関
係
の
出
会
い
で

あ
り
、
日
用
は
日
常
で
の
生
活
で
あ
る
。
ま
た
人
類
は
出
会
い
の
代

称
に
な
る
関
係
で
あ
り
倫
理
だ
。
人
類
は
私
と
他
人
が
出
会
い
、
私

と
社
会
の
出
会
い
に
拡
大
し
て
い
く
。
ま
ず
私
自
身
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
修
身
で
あ
り
、
修
斉
治
平
に
拡
散
し
て
い

く
。
人
体
は
心
体
と
身
体
が
直
立
歩
行
す
る
立
体
的
構
造
を
作
る
。

人
体
が
直
立
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
心
体
も
や
は
り
直
心
で
あ
り
、

人
の
心
の
基
盤
も
徳
（
直
）
だ
と
言
う
。〝
天
が
私
に
徳
を
与
え
た

の
で
〞
人
の
自
然
な
欲
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
日
月
公
平
に
天
が
明

ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
は
人
を
互
い
に
大
切
に
す
る
公
平
心

が
必
要
だ
。
こ
う
し
た
徳
の
概
念
は
孔
子
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
克

己
復
礼
す
る
こ
と
が
仁
愛
と
い
う
概
念
に
、
孟
子
に
な
っ
て
か
ら
は

仁
義
と
し
て
具
体
的
で
実
践
的
な
現
実
的
な
徳
目
と
し
て
表
現
さ
れ

た
。
顔
淵
は
自
愛
す
る
人
物
だ
。
愛
己
は
自
分
だ
け
を
大
切
に
す
る

こ
と
で
あ
り
、
愛
人
は
出
会
い
を
大
切
に
す
る
。
自
愛
は
人
の
本
心

と
し
て
自
他
が
互
い
を
大
切
に
す
る
心
遣
い
で
あ
る
。

２
．
人
間
社
会

〝
人
が
生
き
る
生
命
の
本
質
と
は
ま
さ
に
正
直
で
あ
り
、
正
直
が
な

く
生
き
る
こ
と
は
、
意
外
な
幸
運
の
和
を
逃
す
だ
け
だ
〞
と
い
う
言

及
も
、
正
直
こ
そ
が
人
の
普
遍
的
な
徳
目
だ
と
の
考
え
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
人
の
心
身
は
対
称
構
造
で
互
い
に
似
て
い
る
と
い

う
意
味
だ
。
人
倫
と
は
他
で
も
な
く
、
互
い
の
情
緒
を
分
け
人
生
を

歩
む
実
践
の
秩
序
だ
。
徳
を
分
け
与
え
る
と
は
、
物
質
的
な
助
け
ば

か
り
で
な
く
精
神
的
に
そ
の
人
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
知
人
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
さ
に
知
己
で
あ
る
者
が
、
私
を
知
ら
ず
と
も
怨
望
し
な

い
こ
と
が
君
子
ら
し
い
の
で
あ
る
。
私
と
他
人
の
出
会
い
が
少
し
食

い
違
っ
た
た
め
に
仲
違
い
す
る
こ
と
は
残
念
な
怨
望
で
あ
る
。
そ
の

怨
望
は
、互
い
を
知
ろ
う
と
し
な
い
心
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

論
語
に
は
次
の
言
葉
が
あ
る
。

　
　

 　

葉
公
が
私
た
ち
の
村
に
は
羊
を
盗
ん
だ
親
を
告
発
し
た
息
子

が
い
た
と
言
っ
た
が
、
孔
子
が
答
え
て
言
っ
た
。〝
私
た
ち
の

村
の
正
直
な
人
は
そ
れ
と
は
違
い
ま
す
。
親
は
息
子
の
た
め
に

隠
し
て
あ
げ
息
子
は
親
の
た
め
に
隠
し
て
あ
げ
ま
す
。
正
直
と

は
そ
の
間
に
あ
る
も
の
で
す
〞。
私
た
ち
が
普
通
に
人
之
常
情

と
し
て
、
自
分
の
心
に
背
き
親
を
告
発
す
る
の
は
正
直
な
人
で

は
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
父
子
間
に
も
双
方
に
授
け
受
け
る
と
い
う
情
感
の
分

か
ち
あ
い
が
重
要
で
あ
る
。

〝
父
母
に
間
違
い
が
あ
れ
ば
温
和
な
顔
で
優
し
い
声
で
お
話
す
る
。

そ
れ
で
も
戒
め
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
丁
寧
に
孝
行

を
し
、
父
母
が
喜
ん
だ
時
に
も
う
一
度
お
話
を
す
る
。
喜
ば
な
く
て

も
父
母
が
過
ち
を
犯
す
の
と
何
回
も
戒
め
を
言
う
の
と
は
ど
ち
ら
が

良
い
の
か
？
〞〝
正
直
で
怨
望
を
還
し
、
恩
徳
で
恩
徳
に
還
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
〞。
孔
子
が
述
べ
る
道
徳
心
の
実
践
徳
目
は
そ
の
処

置
と
状
況
に
よ
り
具
体
的
に
集
中
し
施
行
す
る
時
中
之
道
の
発
露
で

あ
る
。
父
子
間
の
親
愛
で
あ
る
孝
道
も
、
双
方
の
実
践
徳
目
で
あ
る

父
慈
子
孝
を
い
う
。

　

父
母
の
喪
は
三
年
喪
と
い
う
。
こ
れ
は
子
息
は
生
ま
れ
て
三
年
間

は
父
母
の
胸
に
抱
か
れ
、
そ
れ
か
ら
離
れ
る
感
謝
に
対
す
る
報
恩
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
愛
を
分
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
一
方
的
な
孝
道

だ
け
を
強
要
す
る
の
で
は
な
い
。

　

人
間
の
自
然
性
を
徳
と
し
て
解
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
徳
は
他

人
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
性
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
愛
と
は

私
と
他
人
の
出
会
い
で
起
き
る
情
感
で
あ
る
。
愛
理
と
は
私
と
あ
な

た
の
人
倫
関
係
の
愛
で
あ
り
、
大
切
に
し
あ
う
双
方
が
授
け
受
け
る

倫
理
だ
。
上
下
縦
横
前
後
の
立
体
的
な
生
活
環
境
か
ら
、
具
体
的
で

現
実
的
な
愛
理
の
徳
目
と
し
て
仁
愛
の
塊
を
割
っ
て
見
れ
ば
、孝（
親

愛
）、
悌
（
友
愛
）、
慈
（
汎
愛
）、
忠
信
な
ど
の
道
德
情
感
で
あ
る
。

人
間
関
係
は
平
面
的
な
対
象
関
係
で
は
な
く
、
縦
横
の
立
体
的
な
侍

対
関
係
と
し
て
相
互
に
包
み
込
み
抱
き
合
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
仁
愛

の
愛
理
で
あ
る
た
め
だ
。

３
．
私
の
社
会
性
と
私
た
ち
の
公
平
性

　

仁
愛
を
分
け
る
人
間
事
は
私
に
依
る
の
で
あ
る
。
天
下
は
人
間

双
方
の
社
会
を
言
い
、
国
家
は
規
模
に
よ
り
自
称
す
る
共
同
体
だ
。

〝
人
々
は
全
て
口
で
天
下
国
家
を
恒
言
す
る
。
天
下
の
基
礎
は
国
で

あ
り
、
国
の
基
本
は
家
庭
で
あ
り
、
そ
し
て
家
庭
の
基
本
は
ま
さ
に

私
自
身
で
あ
る
〞。
人
類
社
会
の
組
織
構
造
の
中
で
私
自
身
が
基
本

に
な
る
。
従
っ
て
自
分
を
理
解
す
る
こ
と
が
社
会
を
理
解
す
る
こ
と

の
基
礎
に
な
る
。
社
会
を
生
き
る
上
で
の
対
人
関
係
も
私
自
身
の
道

徳
心
が
大
切
だ
。他
人
と
自
分
が
付
き
合
う
上
で
大
切
な
社
交
性
も
、

相
手
を
認
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
個
人
と
社
会
の
人
倫
関
係
は
私

の
社
会
性
と
私
た
ち
の
和
諧
性
の
合
一
か
ら
起
き
る
。
私
の
社
会
性

は
恭
敬
心
だ
。私
に
与
え
ら
れ
た
社
会
性
は
隣
人
を
思
う
仁
愛
心
だ
。

　

こ
う
し
た
敬
意
識
は
ま
さ
に
心
に
あ
る
徳
性
で
あ
り
仁
愛
で
あ

る
。
私
と
他
人
は
互
い
に
異
な
る
他
人
で
は
な
く
、
互
い
に
似
て
い

る
隣
人
だ
。
隣
人
と
は
善
隣
関
係
を
維
持
し
て
い
く
。
自
分
の
心
身

を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
修
己
、
修
身
を
、
自
分
に
天
賦
的
に
与
え
ら

れ
た
敬
思
想
を
通
し
て
行
う
な
ら
ば
、
隣
人
を
平
安
に
し
て
あ
げ
ら

れ
、
そ
し
て
万
人
が
平
安
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
る
。
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自
分
の
客
観
化
は
相
手
で
あ
る
隣
人
に
現
れ
る
。
自
分
を
愛
す
る

こ
と
と
は
、
忠
と
し
て
己
を
尽
く
す
こ
と
だ
と
言
う
。

　

孔
子
の
忠
恕
之
道
は
人
と
人
と
の
間
の
関
係
を
処
理
す
る
一
般
原

則
を
言
う
。
忠
の
具
体
化
は
他
人
と
付
き
合
う
上
で
自
分
の
真
を
尽

く
す
こ
と
で
あ
り
、
対
人
す
る
上
で
忠
告
す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
常

で
は
言
語
を
忠
信
に
使
い
、
行
動
を
篤
敬
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
恕

の
具
体
化
は
〈
大
学
〉
で
述
べ
る

矩
之
道
で
あ
る
。〝
上
が
嫌
が

る
こ
と
を
下
の
人
間
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
先
輩
と
し
て
嫌
い
な

こ
と
を
後
輩
に
先
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
後
輩
と
し
て
嫌
い
な
こ

と
を
先
輩
に
先
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
右
に
嫌
い
な
人
が
い
る
か

ら
左
の
人
と
付
き
合
う
の
で
は
な
く
、
左
に
嫌
い
な
人
が
い
る
か
ら

右
の
人
と
付
き
合
う
の
で
は
な
い
〞。
こ
の
よ
う
に
上
下
、
左
右
、

前
後
な
ど
の
立
体
的
関
係
の
中
か
ら
相
互
両
方
の
私
と
隣
人
が
和
諧

を
な
す
方
針
で
あ
る
。

　

私
と
は
誰
を
言
い
、
私
た
ち
と
は
誰
ら
を
指
す
の
か
と
い
う
問
い

へ
の
答
え
は
、
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
が
生
き
て
い
く

人
道
は
人
か
ら
遠
く
な
く
、
人
は
そ
の
人
道
を
広
く
す
る
能
力
を

持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
仁
徳
で
あ
り
、
他
人
に
自
分
の
こ
と
の
よ

う
に
関
心
を
抱
く
社
会
性
で
あ
る
。
自
分
に
忠
実
な
ら
ば
隣
人
か
ら

信
義
を
得
ら
れ
、
一
緒
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
性
の

実
践
は
ま
さ
に
〝
私
自
身
が
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
他
人
に
し
な
い

こ
と
で
あ
る
〞
と
い
う
格
言
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
を
通
し

て
他
人
を
理
解
す
る
恕
道
で
あ
る
。

　

私
と
私
た
ち
と
い
う
概
念
は
、両
方
と
も
人
と
い
う
範
疇
に
入
る
。

具
体
的
に
細
分
化
す
れ
ば
、
自
分
自
身
だ
け
を
指
す
対
自
的
な
私
、

絶
対
的
な
自
我
と
自
分
と
は
異
な
る
人
を
指
す
対
他
的
な
相
対
的
自

我
に
な
る
他
人
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
隣
人
に
な
る
侍
対
的
自
我
に

区
分
さ
れ
る
。
従
っ
て
自
他
が
善
隣
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

人
間
関
係
の
徳
目
と
し
て
の
孝
悌
忠
信
を
述
べ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
さ
に
人
間
社
会
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主

観
的
な
私
自
身
と
客
観
的
な
あ
な
た
で
あ
る
他
人
が
、
分
別
な
く
自

他
が
対
象
の
平
等
な
ペ
ア
に
な
り
普
遍
的
な
人
類
に
な
る
こ
と
が
、

私
た
ち
人
間
で
あ
る
。

　

人
間
個
人
は
組
織
社
会
で
協
力
す
る
他
人
へ
の
配
慮
を
有
し
て
い

る
。
自
分
自
身
の
た
め
に
行
動
す
る
主
観
的
な
自
我
は
生
命
を
維
持

す
る
自
分
自
身
の
絶
対
自
我
だ
。
自
分
よ
り
も
他
人
の
た
め
に
行
動

す
る
客
観
的
な
自
我
は
、
他
人
と
自
分
が
生
活
す
る
侍
対
自
己
自
我

で
あ
り
、
私
と
他
人
の
共
生
の
た
め
に
行
動
す
る
反
観
化
さ
れ
た
自

我
は
、
私
た
ち
の
隣
人
と
共
に
生
き
る
侍
対
自
我
で
あ
る
。

　

孔
孟
の
天
人
合
一
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
あ
な
た
と
私
が
合
一
す

る
次
元
で
の
実
践
行
動
の
徳
目
は
仁
義
で
あ
り
、
荀
子
の
天
人
之
分

の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
あ
な
た
と
私
の
独
自
的
な
個
性
を
認
め
合
一

さ
れ
る
私
た
ち
と
い
う
礼
法
が
要
請
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
生
活
実
践
の
行
動
は
、
自
然
と
人
間
の
人
間
と
の
和
解
関
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係
の
中
か
ら
起
き
る
。
個
人
は
私
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
孤
立

的
な
存
在
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
他
人
と
の
集
団
関
係
の
中

に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
社
会
共
同
体
の
組
織
社
会
を

形
成
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
動
物
だ
と
い
う
。
そ
れ
ば
か
り

で
な
く
、
人
類
は
人
間
と
し
て
の
価
値
を
形
成
し
て
生
き
る
文
化
的

動
物
だ
。
人
間
の
道
徳
社
会
は
人
間
だ
け
が
分
か
る
価
値
哲
学
的
な

文
化
社
会
だ
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
儒
家
思
想
で
は
礼
楽
文
化
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
の
出
会
い
は
私
た
ち
の
分
け
与
え
が
基
本

に
な
っ
て
お
り
、
均
平
な
社
会
的
分
配
が
起
き
、
双
方
の
均
衡
感
覚

が
取
れ
た
生
き
方
を
す
る
た
め
の
社
会
制
度
に
す
る
た
め
だ
。

　

人
は
和
睦
し
な
け
れ
ば
何
も
で
き
な
い
。
社
会
を
離
れ
た
個
人
に

は
存
在
も
何
の
意
味
も
価
値
も
な
い
。
儒
家
思
想
に
お
け
る
理
想
的

な
社
会
と
は
、
個
人
の
自
分
自
身
だ
け
の
た
め
の
自
私
で
は
な
く
、

天
下
の
社
会
分
配
を
公
平
に
行
い
、
各
自
の
分
數
に
合
う
よ
う
に
生

き
る
大
同
の
社
会
だ
。
そ
れ
は
人
間
社
会
の
和
睦
が
、
謙
遜
し
て
他

人
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
が
大
同
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
分
配
経
済
の
原
則
で
も
あ
る
。

　

孔
子
は
〝
民
は
貯
金
を
心
配
す
る
の
で
は
な
く
不
均
衡
を
心
配
す

る
の
で
あ
り
、
貧
乏
を
心
配
す
る
の
で
は
な
く
不
安
的
を
心
配
し
て

い
る
〞
と
述
べ
た
。〈
周
易
〉
謙
卦
に
〝
た
く
さ
ん
あ
る
所
か
ら
少

な
い
所
に
補
充
し
、
計
り
を
正
し
く
行
え
ば
平
等
な
配
分
に
な
る
〞

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
等
な
分
配
が
平
和
な
社
会
を

作
る
。
一
方
、
道
徳
社
会
に
お
け
る
〝
君
子
は
義
を
土
台
に
し
て
礼

を
行
い
、
謙
遜
し
て
表
せ
ば
信
義
と
し
て
完
成
す
る
〞
と
は
、
他
人

の
た
め
に
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

国
と
い
う
存
在
の
中
で
、
一
生
を
送
り
、
そ
の
中
で
人
に
出
会
い

私
た
ち
に
な
り
、
様
々
な
関
係
を
形
成
さ
せ
な
が
ら
生
き
て
い
く
。

五
倫
の
人
間
関
係
の
中
で
、
私
は
そ
の
境
遇
に
よ
っ
て
子
供
に
も
な

り
父
母
に
も
な
り
、
私
た
ち
と
し
て
生
き
て
い
く
。

４
．
結
論

　

私
と
は
生
き
る
こ
と
自
体
で
あ
り
、
私
た
ち
は
人
が
生
き
る
社
会

で
あ
る
。
そ
の
社
会
と
は
個
人
中
心
で
は
な
く
、
社
会
共
同
体
の
た

め
の
生
活
だ
。
人
間
関
係
の
愛
理
に
よ
っ
て
道
徳
社
会
が
起
こ
り
、

均
衡
あ
る
成
長
の
大
同
社
会
を
作
り
、
人
間
は
仁
徳
思
想
の
文
化
的

共
同
体
で
生
活
を
し
て
い
る
。

　

人
類
と
い
う
言
葉
は
、
初
め
か
ら
生
物
学
的
に
人
間
を
独
立
的
に

分
類
し
て
で
き
た
言
葉
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
用
語
は
、
天
地
人
の

三
才
思
想
か
ら
人
間
社
会
を
意
味
す
る
天
下
世
界
と
地
上
世
界
と
一

緒
に
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
天
地
自
然
と
天
地
の
間
に
生
き
る
人

間
は
、
皆
同
じ
だ
と
す
る
天
人
合
一
の
表
現
か
ら
考
え
れ
ば
、
天
は

大
宇
宙
で
あ
り
、
人
は
小
宇
宙
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
つ
の

似
た
も
の
で
あ
る
宇
宙
と
し
て
、
天
地
は
〝
保
合
太
和
〞
し
、
人
類

は
〝
執
中
致
和
〞（
中
庸
）
し
、
一
如
終
始
に
誠
道
に
一
貫
す
る
存
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在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
従
っ
て
、
宇
宙
と
人
間
は
独
自
的
に
運

行
、
流
行
、
交
流
す
る
の
で
は
な
く
、
万
物
万
象
が
大
和
合
を
前
提

と
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

人
間
は
動
物
界
の
中
で
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
で
現
在
ま
で
生
き

残
れ
て
こ
ら
れ
た
。

　

顔
淵
が
「
何
が
仁
で
あ
る
か
」
と
聞
い
た
時
に
、孔
子
は
述
べ
た
。

〝
自
己
を
団
束
（
約
束
）
自
制
し
、
言
語
と
行
動
が
礼
（
侍
接
）
に

合
う
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
仁
で
あ
る
。
一
日
、
自
己
を
団
束

自
制
し
言
語
が
礼
に
全
て
合
う
な
ら
ば
、
天
下
も
仁
に
帰
依
す
る
だ

ろ
う
。
仁
徳
を
修
養
す
る
と
は
、
自
分
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

他
人
に
頼
る
も
の
と
は
言
え
な
い
〞。

　
〝
私
〞
と
い
う
言
葉
は
自
己
と
他
人
を
分
別
し
て
言
う
意
識
か
ら

出
た
言
葉
で
あ
り
、〝
私
た
ち
〞
と
い
う
言
葉
は
自
他
を
結
ん
で
一

緒
に
い
る
と
い
う
共
同
体
意
識
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。克
己
の
体
、

己
は
肉
親
の
私
欲
の
塊
を
言
い
、
自
他
が
和
睦
し
一
つ
の
村
に
な
る

こ
と
が
仁
で
あ
る
。
為
仁
の
仁
の
字
は
、
人
を
反
復
し
て
書
い
た
文

字
で
、
人
人
の
複
数
形
で
あ
る
人
々
（

）
で
は
な
く
、
私
と
他
人

が
和
合
す
る
立
体
形
と
し
て
の
私
た
ち
と
説
く
こ
と
が
で
き
る
。
私

た
ち
の
結
束
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、
自
他
の
間
の
利
欲
と
欲
心
で
あ

り
、
互
い
の
和
解
を
妨
害
す
る
こ
と
は
怨
望
で
あ
る
。

　

仲
弓
が
何
が
仁
で
あ
る
か
と
聞
い
た
時
に
、孔
子
が
述
べ
た
。〝
出

門
す
る
時
に
貴
賓
を
接
待
す
る
よ
う
に
し
、
民
を
働
か
せ
る
時
も
大

き
な
祭
祀
を
敬
っ
て
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
自
分
自
身
が
し
よ

う
と
思
わ
な
い
こ
と
を
他
人
に
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
国
家
の
官
僚

の
生
活
で
も
、
怨
恨
を
な
く
さ
ね
ば
な
ら
ず
家
族
の
生
活
で
も
怨
恨

を
な
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
〞。（
同
右
）

　

こ
こ
で
言
う
こ
と
は
、
一
は
敬
慎
で
あ
り
、
二
は
恕
道
で
あ
り
、

三
は
无
怨
と
し
て
の
仁
の
外
的
な
作
用
だ
。
自
他
の
人
間
関
係
を
処

理
す
る
こ
と
は
、自
我
の
内
在
的
な
善
処
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
私
と
私
た
ち
と
い
う
言
葉
は
、
分
別
心
は
人
間
の
欲

心
か
ら
出
る
も
の
で
あ
り
、
養
心
に
お
い
て
寡
欲
を
最
善
と
し
、
自

他
が
人
間
性
に
よ
り
侍
対
関
係
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
参
考
文
献
〉

『
易
經
』

『
論
語
』

『
大
學
』

『
中
庸
』

『
孔
子
家
語
』

『
原
儒
』 

熊 

十 

力 

著
、
史
地
敎
育
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
臺
灣
。

『
生
生
和
諧 

重
讀
孔
子
』 

李
翔
海 

著
、四
川
人
民
出
版
社
、一
九
九
六
年
、

中
國
、
四
川
。

徐
坰
遙
、『
儒
敎
共
同
體

 

人
間
的 

環
境
』、 

儒
敎
文
化
硏
究
、
第
19
輯
、

。
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発
表
論
文
④　

先
秦
社
会
に
お
け
る
「
忠
」
思
想
の
形
成
と
展
開

城
　
山

　
陽

　
宣

序
言

　

 

「
忠
」
と
は
何
か
。
こ
の
命
題
に
対
す
る
探
求
は
、
営
々
と
現
在

に
い
た
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
孝
悌
・

愛
敬
・
忠
順
」
の
論
理
に
基
づ
く
『
孝
経
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

1

、
二
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
中
国
の
儒
教
体
制
を
支
え
続
け
た

こ
と
、
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
民
が
、
そ
の
「
忠
孝
」
の
思
想
を

共
通
理
解
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

社
会
紐
帯
と
し
て
の
「
忠
」
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
中
国
の
み
な

ら
ず
、
我
が
国
に
お
い
て
も
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
に
入
っ
て
も
、そ
れ
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

西
洋
学
術
の
流
入
に
よ
っ
て
、
思
想
の
淵
源
を
徹
底
的
に
追
究
す
る

疑
古
の
思
潮
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
学
術
界
の
中
心
を
占
め
る
に
至

り
、我
が
国
で
は
、津
田
左
右
吉
、高
田
真
治
、濱
口
富
士
雄
氏
ら
が
、

「
忠
」
思
想
に
関
わ
る
重
要
な
論
考
を
発
表
し
た

2

。
こ
れ
ら
の
研

究
は
、「
忠
」
思
想
の
特
質
の
一
部
分
の
解
明
に
資
す
る
こ
と
大
で

あ
っ
た
が
、「
忠
」
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
巨
視
的
な
観
点
か

ら
俯
瞰
し
た
と
は
言
い
難
く
、
一
面
的
な
答
え
を
導
き
出
す
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
と
見
受
け
ら
れ
よ
う
。

　

で
は
何
故
、
諸
先
学
は
「
忠
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
」

の
答
え
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
よ
う
が

3

、
と
り
わ
け
、

先
秦
期
の
伝
世
文
献
の
絶
対
的
な
不
足
が
、
そ
の
第
一
の
理
由
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
資
料
的
な
制
約

の
た
め
に
、「
忠
」
の
思
想
の
具
体
的
な
形
成
と
展
開
を
示
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
三
年
に
中
国
湖
北
省
荊
門
市
郭
店
村
か
ら
出

土
し
た
、
い
わ
ゆ
る
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』
中
の
新
資
料
群
に
よ
り
、

こ
う
し
た
状
況
が
一
変
し
た
と
述
べ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い

4

。

　

ま
ず
、
注
目
を
集
め
た
の
は
、「
忠
臣
」
を
議
論
し
た
『
魯
穆
公

問
子
思
』
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
も
っ
と
も
早
期
の
「
忠

臣
」
に
つ
い
て
論
じ
た
新
出
土
資
料
で
あ
り
、「
忠
」
思
想
の
形
成

を
解
明
す
る
重
要
な
資
料
と
見
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

儒
学
文
化
研
究
所
主
任
研
究
員

東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員
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我
が
国
で
も
李
承
律
、
湯
浅
邦
弘
氏
ら
が
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し

て
『
魯
穆
公
問
子
思
』
の
「
忠
」
に
関
す
る
論
考
を
提
出
し

5

、
政

治
思
想
化
さ
れ
た
「
忠
」
思
想
が
、
縱
方
向
の
君
臣
関
係
に
応
用
さ

れ
て
ゆ
く
状
況
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
忠
臣
」
に
代
表
さ
れ
る
―
身
を
危
く
し
て
上
に
奉
ず

る
―
「
忠
」
思
想
が

6

「
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
」、
そ
れ
を

説
明
し
う
る
新
出
土
文
獻
は
、
他
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
中
山

王
錯
方
壺
と
円
鼎
の
銘
文
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
資
料
を
用
い
る

際
に
、
地
域
性
や
各
個
の
特
殊
性
の
壁
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
か
ら
は
、
概
ね
「
忠
臣
」
の
「
忠
」
思
想
の
形
成
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
政
治
思
想
化
さ
れ
た
「
忠
」
思
想
に
は
、
為
政
者
た
る
君

子
と
そ
の
統
治
の
対
象
で
あ
る
民
と
の
間
の
結
合
を
意
図
し
た
も
の

も
存
在
す
る
こ
と
が
、伝
世
文
献
か
ら
だ
け
で
な
く
、郭
店
楚
簡
『
忠

信
之
道
』
な
ど
の
新
出
土
文
献
か
ら
も
、
う
か
が
え
る
の
で
あ
る

7

。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
先
秦
期
の
徳
目
「
忠
」
が
、

社
会
を
結
ぶ
紐
帯
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。マ
ル
セ
ル
・

グ
ラ
ネ
、
小
島
祐
馬
ら
が
、
社
会
学
に
よ
る
方
法
論
を
古
代
中
国
研

究
に
応
用
し
、大
い
に
成
果
を
挙
げ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
社
会
学
の
側
面
よ
り
「
忠
」
思
想
に
検
証
を
加
え
た
論
考

は
非
常
に
少
な
く
、
と
り
わ
け
先
秦
社
会
に
お
け
る
紐
帯
「
忠
」
の

縦
関
係
・
横
関
係
へ
の
論
及
は
未
だ
に
為
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
し
て
い
た
伝
世
文

献
に
お
け
る
「
忠
」
の
基
本
的
特
質
に
再
検
証
を
加
え
る
。
次
い
で
、

中
山
王
錯
彝
器
銘
文
と
郭
店
楚
簡
『
忠
信
之
道
』
を
取
り
上
げ
、
先

秦
期
に
お
い
て
社
会
を
結
ぶ
紐
帯
で
あ
っ
た
「
忠
」
が
、
ど
の
よ
う

に
形
成
・
展
開
し
て
い
く
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
秦

社
会
に
お
け
る
共
生
思
想
「
忠
」
の
特
質
の
究
明
を
目
指
す
こ
と
と

し
た
い
。

１
．
伝
世
文
献
上
の
「
忠
」

　

本
章
で
は
、「
忠
」
思
想
の
基
本
的
特
質
を
、
初
期
の
伝
世
文
献

で
あ
る
『
論
語
』
に
よ
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
作
業
に

よ
っ
て
、
先
秦
社
会
に
お
け
る
「
忠
」
思
想
の
初
期
の
役
割
、
位
置

付
け
を
概
觀
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
「
忠
」
思
想
の
研
究
に
お
け
る
最
も
悩
ま
し

い
問
題
と
し
て
、
資
料
の
時
代
性
の
確
定
の
問
題
を
挙
げ
ぬ
わ
け
に

は
ゆ
く
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
甲
骨
文
で
は
、
今
ま
で
出
土
例
が
な
い

た
め
、
除
外
し
て
考
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
が
、
金
文
に
つ
い
て
は
、

紀
元
前
三
〇
九
・
三
〇
八
年
の
銘
文
を
刻
ま
れ
た
中
山
王
錯
方
壺
・

大
鼎
が
、
最
も
早
期
の
出
土
例
で
あ
り

8

、
こ
れ
が
現
行
本
『
論
語
』

の
原
篇
よ
り
先
行
す
る
の
か
、判
断
が
分
か
れ
る
た
め
で
あ
る
。『
論

語
』
に
つ
い
て
、
現
在
、
多
く
の
研
究
者
は
、『
論
語
』
の
内
容
の
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大
部
分
を
、
七
十
子
の
時
代
の
も
の
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

る
な
ら
ば
「
忠
」
に
つ
い
て
の
文
献
資
料
が
『
論
語
』
を
嚆
矢
と
す

る
の
は
、
と
り
あ
え
ず
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

9

。

　

以
下
、『
論
語
』
に
お
け
る
「
忠
」
を
抜
粋
し
て
、
説
明
を
加
え

て
ゆ
き
た
い
。

　
　

① 

曾
子
曰
わ
く
、
吾
れ
日
に
三
た
び
吾
が
身
を
省
る
。
人
の
爲

に
謀
り
て
忠
な
ら
ざ
る
か
。
朋
友
と
交
わ
り
て
信
な
ら
ざ
る

か
。
習
わ
ざ
る
を
傳
う
る
か
。（
學
而
第
一
）

　
　

② 

子
曰
わ
く
、
君
子
重
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
威
あ
ら
ず
。
學
べ
ば

則
ち
固
な
ら
ず
。
忠
信
を
主
と
し
、
己
れ
に
如
か
ざ
る
者
を

友
と
す
る
な
か
れ
、
過
て
ば
則
ち
改
む
る
に
憚
る
こ
と
勿
か

れ
。（
學
而
第
一
）

　
　

③ 

子
曰
わ
く
、
十
室
の
邑
、
必
ず
忠
信
丘
が
如
き
者
有
ら
ん
。

丘
の
學
を
好
む
に
如
か
ざ
る
な
り
。（
公
冶
長
第
五
）

　
　

④
子
四
つ
を
以
て
敎
う
、
文
、
行
、
忠
、
信
な
り
。（
述
而
第
七
）

　
　

⑤ 

子
曰
わ
く
、
忠
信
を
主
と
し
て
義
に
徙
る
は
、
德
を
崇
く
す

る
な
り
。（
顔
淵
第
十
二
）

　
　

⑥ 

子
張
行
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
言
忠
信
、
行
篤
敬
な
れ
ば
、

蠻
貊
の
邦
と
雖
ど
も
行
な
わ
れ
ん
。
言
忠
信
な
ら
ず
、
行
篤

敬
な
ら
ざ
れ
ば
、
州
里
と
雖
ど
も
行
な
わ
れ
ん
や
。（
衞
靈

公
第
十
五
）

　
　

⑦ 

季
康
子
問
う
。民
を
し
て
敬
忠
に
し
て
以
て
勸
ま
し
む
る
は
、

之
れ
を
如
何
。
子
曰
く
、
之
れ
に
臨
む
に
莊
を
以
て
す
れ
ば

則
ち
敬
。
孝
慈
な
れ
ば
則
ち
忠
。（
爲
政
第
二
）

　
　

⑧ 

曾
子
曰
わ
く
、
夫
子
の
道
は
、
忠
恕
の
み
。（
里
仁
第
四
）

　
　

⑨ 

定
公
問
う
、
君
臣
を
使
い
、
臣
君
に
事
う
る
こ
と
、
之
れ
を

如
何
。
孔
子
對
え
て
曰
わ
く
、君
臣
を
使
う
に
禮
を
以
て
し
、

臣
君
に
事
う
る
こ
と
忠
を
以
て
す
。 （
八
佾
第
三
）

　
　

⑩ 

子
張
政
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、之
を
居
き
て
倦
む
こ
と
無
く
、

之
を
行
な
う
に
は
忠
を
以
て
す
。（
顔
淵
第
十
二
）

　
　

⑪ 

子
貢
友
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
忠
も
て
告
げ
て
善
も
て
之
れ

を
道
く
。（
顔
淵
第
十
二
）

　
　

⑫ 

樊
遅
仁
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
居
處
は
恭
、
事
を
執
り
て
敬
、

人
と
交
わ
り
て
忠
な
れ
。（
子
路
第
十
三
）

　
　

⑬ 

子
曰
わ
く
、
之
れ
を
愛
す
、
能
く
労
う
こ
と
勿
か
ら
ん
や
。

忠
な
り
、
能
く
誨
う
る
こ
と
勿
か
ら
ん
や
。（
憲
問
第
十
四
）

　
　

⑭ 

孔
子
曰
わ
く
、
君
子
に
九
思
有
り
。
…
（
中
略
）
…
言
は
忠

を
思
い
、
事
は
敬
を
思
う
。（
季
氏
第
十
六
）

　

一
見
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、『
論
語
』
に
お
け
る
「
忠
」
は
、

そ
の
多
く
が
個
人
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
①
か
ら

⑥
ま
で
に
あ
る
よ
う
に
、「
忠
」
は
「
信
」
と
と
も
に
説
明
さ
れ
て

お
り
、そ
れ
が『
論
語
』の
用
例
の
な
か
で
約
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。



43

■特集①：第六回日中韓国際シンポジウム　発表論文

つ
ま
り
、『
論
語
』
に
お
け
る
「
忠
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
、「
忠
」
と
「
信
」
と
の
特
性
を
理
解
し
、
そ
の
関
連
性
を
検

証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
学
而
篇
の
文
①
で

あ
る
。
こ
の
章
句
は
曾
子
が
毎
日
三
つ
の
点
に
つ
い
て
反
省
す
る
と

い
う
も
の
で
、「
人
の
爲
に
謀
り
て
忠
な
ら
ざ
る
か
」
と
は
、
君
子

で
あ
る
己
れ
が
、
人
に
「
忠
」
で
対
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
朋

友
と
交
わ
り
て
信
な
ら
ざ
る
か
」
と
は
、
己
れ
が
朋
友
に
「
信
」
で

答
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
徳
目
は
、
己
れ

か
ら
、
そ
の
相
手
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
忠
」「
信
」
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
や
特
質
、
そ

の
関
係
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
原
義
研
究
か
ら
確
認
し
て
ゆ
き

た
い
。

「
忠
」
に
つ
い
て
、
高
田
真
治
氏
は
、「
換
言
す
れ
ば
『
ま
こ
と
』

と
い
ふ
意
味
で
あ
つ
て
、
此
の
眞
心
を
盡
く
す
こ
と
指
し
て
忠
と
爲

す
」
と
す
る
10

。加
藤
常
賢
・
藤
堂
明
保
・
白
川
静
氏
ら
も
、
考
証

の
方
法
は
様
々
で
あ
る
が
、「
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
す
」
意
に
解
釋
さ

れ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

「
信
」
に
つ
い
て
は
、
加
藤
氏
は
、
字
形
は
「
言
に
從
い
人
の
声
」

の
形
聲
字
で
あ
る
と
い
い
、
字
義
は
「
嘘
を
言
わ
ぬ
意
」
で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
、
藤
堂
氏
は
「
ス
ラ
ス
ラ
と
進
む
よ
う
な
、
い
つ
わ
り

の
な
い
言
行
の
こ
と
」
と
い
う
。
つ
ま
り
「
信
」
は
「
う
そ
を
言
わ

な
い
」
意
に
解
釋
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
忠
」「
信
」
の
原
義
か
ら
は
、「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を

盡
く
す
」、「
信
―
う
そ
を
言
わ
な
い
」
の
兩
者
の
「
盡
く
す
」、「
言

わ
な
い
」
こ
と
が
、
己
れ
か
ら
相
手
に
向
か
っ
て
發
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
と
漠
然
と
は
意
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
徳
目
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
武
内
義
雄
氏
の
意
見
に
興

味
深
い
も
の
が
あ
る
。
武
内
氏
は
、
学
而
篇
の
文
①
を
引
い
て
「
忠

は
自
己
の
心
に
謀
り
て
欺
か
な
い
意
で
あ
り
、
信
は
人
の
字
と
言
の

字
と
を
組
み
合
せ
た
文
字
で
他
人
に
約
束
し
た
言
を
た
が
へ
ぬ
意
で

あ
る
。
前
者
は
主
觀
を
内
省
し
て
如
何
に
す
る
こ
と
が
道
德
的
で
あ

る
か
を
直
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
他
人
に
對
し
て
如
何
に
あ

る
べ
き
か
を
敎
へ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
マ
コ
ト
の
精
神
が
内
に
向

つ
て
動
く
と
き
は
忠
で
あ
り
、
外
に
向
て
働
く
と
き
は
信
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。「
忠
」
に
つ
い
て
の
み
「
主
觀
を
内
省
し
て
」
と

曾
子
が
三
者
に
意
図
し
た
内
省
を
当
て
は
め
る
の
は
、
や
や
我
田
引

水
の
嫌
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、「
忠
」「
信
」
そ
れ
ぞ
れ
に
方
向
性

が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
た
主
旨
は
、
や
は
り
尊
重
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

本
章
の
文
①
で
検
討
し
た
よ
う
に
、「
忠
」「
信
」
は
、
と
も
に
主

体
よ
り
相
手
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
古
義
の
研
究
か
ら
も

推
定
さ
れ
た
が
、
次
に
、「
忠
」
と
「
信
」
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
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に
理
解
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。ま
ず
、文
⑦
⑫
⑭
に
あ
る「
敬
」

「
忠
」
の
關
係
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
文
⑦
⑫
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、「
敬
」「
忠
」
は
、
と
も
に
主
体
よ
り
「
相
手
に

向
か
っ
て
發
さ
れ
る
」
も
の
で
、
文
①
の
「
忠
」
と
「
信
」
の
関
係

と
同
様
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、「
敬
」は
、『
説
文
解
字
』に「
粛
な
り
」と
い
う
よ
う
に「
つ

つ
し
む
」
意
で
あ
り
、
文
⑦
⑫
⑭
に
あ
る
よ
う
に
「
事
（
し
ご
と
）」

に
従
事
す
る
際
に
採
る
べ
き
徳
行
と
さ
れ
る
。「
忠
」
に
つ
い
て
は
、

文
⑫
⑭
に
あ
る
よ
う
に
、
個
人
の
関
係
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
德
が
適
用
さ
れ
る
状
況
・
場

所
は
異
な
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
様
に
文
⑦
に
お
い

て
も
、
君
子
が
民
に
臨
む
に
、「
莊
」
な
ら
ば
「
敬
―
つ
つ
し
ま
れ
」、

「
孝
慈
」な
ら
ば「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
さ
れ
る
」の
で
あ
る
。「
敬
」

と
「
忠
」、
そ
れ
ぞ
れ
が
両
行
す
る
徳
を
異
に
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
忠
」「
信
」
に
つ
い
て
は
、「
敬
」「
忠
」
の
よ
う
で
は

な
い
。
文
②
③
④
⑤
⑥
に
お
い
て
、「
忠
」「
信
」
は
連
ね
て
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
二
者
が
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
文
①
を
再
度
検
証
し
て
み
よ
う
。「
人
の
爲
に
謀
り
て

忠
な
ら
ざ
る
か
」
と
は
、
君
子
た
る
己
れ
が
、
す
べ
て
の
「
人
」
に

對
し
て
「
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
す
」
こ
と
で
あ
り
、
對
象
と
さ
れ
る
相

手
は
、
す
べ
て
の
人
で
あ
る
。「
朋
友
と
交
わ
り
て
信
な
ら
ざ
る
か
」

と
は
、「
朋
友
」
に
対
し
て
「
う
そ
を
い
わ
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
対
象
と
な
る
相
手
は
、朋
友
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
二
句
の
間
に
は
、
あ
る
段
階
・
差
違
が
存
在
す
る
。

　

そ
れ
を
端
的
に
表
す
の
は
、
こ
の
対
象
と
さ
れ
る
「
人
」
と
「
朋

友
」
と
の
間
に
あ
る
差
異
で
あ
る
。
一
般
的
に
「
人
」
は
、
性
三
品

の
全
て
の
人
を
指
し
、「
朋
友
」
と
は
性
上
の
人
、
賢
人
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
11

。
よ
っ
て
、
君
子
は
「
人
」
に
「
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
」

し
て
も
、
必
ず
し
も
、
見
返
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
。「
人
」
に
は

上
・
中
・
下
の
三
品
が
あ
り
、
性
上
の
人
か
ら
は
、
当
然
「
ま
ご
こ

ろ
」
に
対
す
る
返
礼
が
期
待
で
き
よ
う
が
、
性
中
・
下
の
人
か
ら
は
、

必
ず
し
も
、
そ
れ
が
期
待
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
で
は

あ
る
が
、
君
子
た
る
も
の
は
、
す
べ
て
の
「
人
」
に
「
ま
ご
こ
ろ
を

盡
く
す
」
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
曾
子
の
真
意
は

こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
君
子
・
賢
人
で
あ
る
「
朋
友
」
は
、
必
然
的
に
、
己
れ

が
全
て
の
人
に
対
し
て「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
つ
く
す
」と
同
時
に
、「
朋

友
」
は
、
己
れ
に
「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
」
し
て
く
れ
る
こ
と
が

仮
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
朋
友
と
交
わ
り
て
信
な
ら
ざ

る
か
」
と
は
、
己
れ
が
朋
友
に
「
信
―
う
そ
を
言
わ
な
い
」
以
前
か

ら
、
朋
友
が
己
れ
に
「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
」
し
て
お
り
、
己
れ

は
「
信
―
う
そ
を
言
わ
な
い
」
で
も
っ
て
朋
友
に
返
す
と
い
う
両
者

の
関
係
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
己
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れ
と
朋
友
の
間
に
は
、「
忠
」
と
「
信
」
が
両
行
す
る
関
係
が
発
見

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

文
①
の
「
忠
」
と
「
信
」
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

子
路
篇
に
「
朋
友
に
は
切
切
偲
偲
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
己
れ
の
内

面
よ
り
「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
す
」
こ
と
を
、
朋
友
に
向
か
っ
て

発
す
。
朋
友
は
「
ま
ご
こ
ろ
」
で
そ
れ
を
受
け
止
め
、「
信
―
う
そ

を
言
わ
な
い
」
で
も
っ
て
返
す
。
ま
た
、
己
れ
が
朋
友
よ
り
「
忠
」

を
受
け
れ
ば
、「
信
」
で
も
っ
て
返
礼
し
、
そ
れ
に
朋
友
は
「
忠
」

で
も
っ
て
返
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
忠
」「
信
」
か
ら
は
、
人
間
の

関
係
を
内
と
外
（
我
と
彼
）
よ
り
捉
え
た
両
行
的
、
双
方
向
な
一
対

の
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
忠
」

「
信
」
が
密
接
に
両
行
す
る
個
人
関
係
こ
そ
、
そ
の
最
も
重
要
な
特

性
で
あ
り
、「
忠
」「
信
」
の
二
者
が
多
く
連
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る

原
因
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
12

。

　

こ
の
よ
う
に
『
論
語
』
の
「
忠
」
と
は
、
単
独
で
も
、
そ
の
相
手

に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る「
ま
ご
こ
ろ
を
つ
く
す
」意
の
徳
目
で
あ
っ

た
が
、「
忠
信
」
と
連
ね
て
用
い
ら
れ
た
場
合
で
は
、
密
接
に
両
行

し
て
個
人
關
係
を
構
築
す
る
、
そ
う
し
た
類
の
社
会
を
結
ぶ
紐
帯
で

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
13

。

『
論
語
』
よ
り
前
に
「
忠
」
に
関
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
は

先
に
述
べ
た
が
、そ
の
理
由
と
し
て
は
、そ
れ
以
前
に
「
忠
」
の
文
字
、

概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
文
献
資
料
の
保
存
上
の

問
題
か
ら
残
っ
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
確
か
め
よ
う

が
な
い
。
し
か
し
、こ
れ
ら
多
数
の
例
か
ら
分
か
る
と
お
り
、「
忠
信
」

の
概
念
が
普
遍
的
意
味
合
い
を
有
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
あ
る
程

度
、
遡
っ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
で
あ
っ
た

と
考
え
る
の
が
、
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
忠
信
」
は
原

篇
『
論
語
』
成
立
の
か
な
り
前
か
ら
、
横
方
向
の
個
人
関
係
を
構
築

す
る
道
徳
概
念
と
し
て
、
普
遍
的
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ

ら
の
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
忠
」
本
来
の
思
想
は
、
横
方
向
の
個
人
関
係
を

構
築
す
る「
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
す
」と
い
う
意
味
付
け
の
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ

か
に
、
政
治
思
想
化
さ
れ
た
用
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
ず
散
見
さ
れ
る
の
が
、
為
政
者
た
る
君
子
と
民
（
衆
）
と
の
関

係
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
⑥
⑦
⑩
は
、
い
ず
れ
も
、
君
子

と
民
と
の
間
に
「
忠
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
文
⑩

で
は
、
為
政
者
で
あ
る
君
子
が
政
治
を
行
う
際
に
、
民
に
「
忠
」
で

臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
逆
に
文

⑦
で
は
、
君
子
が
民
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
「
民
を
し
て
敬
忠
に
し
て

以
て
勸
ま
し
む
る
は
、之
を
如
何
」
と
い
う
よ
う
に
、民
よ
り
の
「
忠
」

を
い
か
に
獲
得
す
べ
き
か
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
⑦

と
⑩
と
総
合
し
て
考
え
る
に
、「
忠
」
は
、
君
子
と
民
と
の
間
に
両

行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、文
⑥
に
は「
言
忠
信
、行
篤
敬
な
れ
ば
、…
」と
い
う
よ
う
に
、

君
子
が
民
に
「
忠
信
」
で
臨
む
必
要
を
主
張
し
て
い
よ
う
が
、
こ
こ

で
も
、
右
に
検
討
し
た
よ
う
に
「
忠
信
」
が
、
為
政
者
た
る
君
子
と

民
と
の
間
に
両
行
し
な
け
れ
ば
、民
よ
り
信
頼
を
勝
ち
え
ず
、「
忠
信
」

思
想
は
、
君
子
と
民
、
つ
ま
り
個
人
と
社
会
の
間
に
も
は
っ
き
り
と

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
文
⑩
に
も
あ
る
よ
う

に
、
明
ら
か
に
政
治
思
想
化
さ
れ
た
「
忠
」
思
想
の
端
緒
と
い
え
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、文
⑨
の
『
論
語
』
八
佾
篇
に
見
え
る
「
忠
」
に
つ
い
て
。「
君

臣
を
使
う
に
禮
を
以
て
し
、
臣
君
に
事
う
る
こ
と
忠
を
以
て
す
」
と

は
、君
主
は
臣
下
に「
禮
」で
對
す
る
か
わ
り
に
、臣
下
は
君
主
に「
忠
」

で
こ
た
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
、『
孝
經
』
に
い
う

縱
方
向
の
君
臣
關
係
、
つ
ま
り
、
―
身
を
危
く
し
て
上
に
奉
ず
る
―

「
忠
臣
」
に
代
表
さ
れ
る
「
忠
」
思
想
に
近
接
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

右
に
検
討
し
た
も
の
と
根
本
的
に
異
な
り
、
臣
下
が
君
主
に
忠
を
尽

く
す
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
14

。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
論
語
』
に
お
け
る
「
忠
」
思
想
は
、
横
方
向

の
個
人
関
係
を
論
じ
た
も
の
、
社
会
の
中
で
忠
が
縦
・
横
関
係
な
く

両
行
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
臣
下
が
君
主
に
忠
を
尽
く
す
関
係
の
も

の
と
、
大
ま
か
に
三
種
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
章
で
は
、
臣

下
が
君
主
に
忠
を
尽
く
す
「
忠
臣
」
思
想
に
つ
い
て
、
新
出
土
文
献

か
ら
検
証
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

２
．「
忠
臣
」
の
誕
生
―
中
山
王
錯
方
壺
・
円
鼎
の
「
忠
」

　

一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
八
年
に
か
け
て
、
河
北
省
平
山
県
の

三
汲
公
社
の
発
掘
作
業
に
お
い
て
、
戦
国
時
代
の
中
山
国
都
霊
寿

城
址
の
城
外
の
西
北
に
位
置
す
る
第
一
号
墓
か
ら
、
三
つ
の
青

銅
彝
器
が
出
土
し
た
。
彝
器
に
は
、
多
く
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
お

り
、
経
書
や
諸
子
を
引
い
た
内
容
の
豊
か
さ
と
、
正
確
な
年
代
（
前

三
〇
八
・
三
〇
九
年
）
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
注
目
を
集
め
、

す
で
に
多
数
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
15

。

　

そ
の
な
か
の
中
山
王
錯
方
壺
と
円
鼎
（
鉄
足
大
鼎
）
の
銘
文
に
は
、

「
忠
」と「
信
」、そ
し
て「
忠
臣
」が
刻
ま
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
は「
忠
」

に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
献
資
料
の
な
か
で
、『
論
語
』
に
次
ぎ
『
孟
子
』

に
匹
敵
す
る
古
さ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
銘
文

の
「
忠
」
は
、
政
治
思
想
化
さ
れ
た
「
忠
」
が
、
い
か
に
形
成
さ
れ

て
き
た
の
か
を
探
る
う
え
で
、
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
銘
文
に

記
さ
れ
た
「
忠
」
思
想
に
焦
点
を
当
て
、
詳
細
に
検
討
し
た
論
考
は

皆
無
に
等
し
い
。
取
り
急
ぎ
解
明
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、こ
の
銘
文
に
刻
ま
れ
た「
忠
」思
想
を
考
察
す
る
た
め
に
、

関
係
す
る
部
分
を
抜
粋
し
て
、
説
明
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
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○ 

維
十
四
年
、中
山
王
錯
命
相
邦
賙
、擇
燕
吉
金
、鑄
爲
彝
壺
（
維

れ
十
四
年
、
中
山
王
錯
相
邦
の
賙
に
命
じ
、
燕
の
吉
金
を
擇
び
、

鑄
し
て
彝
壺
を
爲
ら
し
む
）。

　

○ 

天
不
斁
其
有
願
、
使
得
賢
才
良
佐
賙
、
以
補
相
厥
身
。
余
知
其

忠
信
也
、
而
專
任
之
邦
。
是
以
遊
夕
飲

、
罔
有
遽
惕
。
賙
竭

志
盡
忠
、
以
佐
右
厥
辟
不
貳
其
心
（
天
は
其
の
願
い
有
る
を
斁

わ
ず
、
賢
才
良
佐
な
る
賙
を
得
て
、
以
て
厥
の
身
を
輔
相
け
し

む
。
余
は
其
の
忠
信
を
知
り
て
、
之
に
邦
を
專
任
す
。
是
を
以

て
遊
夕
飲

し
、遽
惕
有
る
な
し
。
賙
は
志
を
竭
し
忠
を
盡
し
、

以
て
厥
の
辟
を
佐
右
け
て
、
其
の
心
を
貳
に
せ
ず
）。

　

○ 

遂
定
君
臣
之
位
、
上
下
之
體
、
休
有
成
功
、
創
闢
邦
強
。
天
子

不
忘
其
有
勲
、
使
其
老
、
策
賞
仲
父
。
諸
侯
皆
賀
（
遂
に
君
臣

の
位
、
上
下
の
體
を
定
め
、
休
く
も
成
功
を
有
ち
、
邦
強
を
創

闢
す
。
天
子
は
其
の
勲
有
る
を
忘
れ
ず
、
其
の
老
を
使
し
て
、

仲
父
に
策
賞
せ
し
む
。
諸
侯
も
皆
な
賀
す
）。（
中
山
王
錯
方
壺
）

　

○ 

天
降
休
命
于
朕
邦
、
有
厥
忠
臣
賙
、
克
順
克
比
、
亡
不
率
仁
、

敬
順
天
德
。
以
左
右
寡
人
、
使
知
社
稷
之
任
、
臣
宗
之
義
、
夙

夜
不
懈
、
以
諭
導
寡
人
（
天
は
休
命
を
朕
が
邦
に
降
し
、
厥
の

忠
臣
の
賙
を
有
ら
し
む
。
克
く
順
に
克
く
比
に
、
仁
に
率
わ
ざ

る
は
亡
く
、
天
德
に
敬
順
す
。
以
て
寡
人
を
左
右
け
て
、
社
稷

の
任
と
、
臣
宗
の
義
を
知
ら
し
め
、
夙
夜
懈
た
る
な
く
、
以
て

寡
人
を
諭
導
す
）。

　

○ 

寡
人
聞
之
、
事
少
如
長
、
事
愚
如
智
。
此
易
言
而
難
行
也
。
非

信
與
忠
16

、其
誰
能
之
。
其
誰
能
之
。
唯
吾
老
賙
寔
克
行
之
（
寡

人
之
を
聞
け
り
、
少
き
に
事
う
る
こ
と
長
の
如
く
し
、
愚
に
事

う
る
こ
と
智
の
如
く
せ
よ
、
と
。
此
れ
言
い
易
き
も
行
い
難
き

な
り
。
恁
（
信
）
と
忠
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
其
れ
誰
れ
か
之
れ

を
能
く
せ
ん
。
其
れ
誰
れ
か
之
れ
を
能
く
せ
ん
。
唯
だ
吾
が
老

賙
の
み
寔
に
克
く
之
れ
を
行
な
う
）。（
中
山
王
錯
円
鼎
・
鐵
足

大
鼎
）

　

こ
の
銘
文
を
表
面
的
に
読
み
取
れ
ば
、天
よ
り
降
さ
れ
た
「
忠
臣
」

司
馬
賙
が
、「
忠
」
で
あ
り
「
信
」
で
あ
る
た
め
に
、
国
の
政
治
に

つ
い
て
は
、
す
べ
て
を
彼
に
託
し
、
王
自
ら
は
祭
祀
に
専
念
す
る
と

い
う
、
う
る
わ
し
い
君
臣
の
信
頼
関
係
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
彝
器
銘
文
に
お
い
て
、「
忠
臣
」
は
、
い
か
な
る
も
の
か
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。「
天
は
其
の
願
い
有
る
を
斁
わ
ず
、
賢
才
良
佐
な

る
賙
を
得
て
、
以
て
厥
の
身
を
輔
相
け
し
む
」、「
天
は
休
命
を
朕
が

邦
に
降
し
、
厥
の
忠
臣
の
賙
を
有
ら
し
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
司
馬

賙
は
、
王
錯
を
補
佐
す
る
た
め
に
、
天
よ
り
降
さ
れ
た
「
忠
臣
」
で

あ
り
、
同
時
に
、
こ
れ
は
王
の
権
威
に
と
っ
て
望
ま
し
い
「
忠
臣
」

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
も
「
忠
臣
」
も
、
と
も
に
天

の
秩
序
に
属
す
以
上
、
王
こ
そ
が
国
家
の
最
高
統
治
者
と
し
て
天
命

を
受
け
た
存
在
で
あ
り
、
天
の
権
威
の
も
と
で
、
王
は
「
忠
臣
」
の
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上
位
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
忠
臣
」
は
、
天
よ
り
命
じ
ら
れ
た
秩
序
を
守
護
す
る
存

在
で
も
あ
る
。「
以
て
寡
人
を
左
右
け
て
、
社
稷
の
任
と
、
臣
宗
の

義
を
知
ら
し
め
、
夙
夜
懈
た
る
な
く
、
以
て
寡
人
を
諭
導
す
」
と
い

う
よ
う
に
、
中
山
の
王
、
社
稷
を
守
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
君
臣
の

義
を
墨
守
し
て
、
そ
れ
が
、
い
か
な
る
も
の
か
、
率
先
し
て
羣
臣
に

範
を
垂
れ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、「
天
徳

に
敬
順
す
」
る
「
忠
臣
」
が
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

の
銘
文
の
な
か
で
は
、
天
の
権
威
の
下
の
秩
序
が
強
調
さ
れ
、「
忠
」

で
あ
り
「
信
」
で
あ
る
「
忠
臣
」
司
馬
賙
は
、
王
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
端
的
に
表
わ
す
の
が
、「
少
き
に
事
う
る
こ
と
長
の
如
く

し
、
愚
に
事
う
る
こ
と
知
の
如
く
せ
よ
」
と
い
う
文
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
、
王
が
い
か
な
る
資
質
で
あ
ろ
う
と
、「
忠
臣
」
た
る
も
の
、

王
を
補
佐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
さ
し

く
、
天
の
秩
序
と
は
、
賢
愚
に
関
わ
り
な
く
、
絶
対
的
に
固
定
化
さ

れ
た
不
変
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
の
方
法
論
は
、
従
来
の
秩
序
の
守
護
を
願
う
王

が
、
天
の
権
威
の
も
と
に
、
実
力
者
で
あ
る
司
馬
賙
を
天
よ
り
降
さ

れ
た
「
忠
臣
」
と
規
定
し
、
彼
を
臣
下
の
身
分
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ

と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
忠

臣
」
と
は
、
王
の
絶
対
的
な
権
威
を
守
る
た
め
、
実
力
者
を
「
忠
臣
」

の
地
位
に
封
じ
込
め
て
お
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
中
山

王
錯
は
、
天
の
権
威
に
守
護
さ
れ
た
中
山
の
秩
序
を
永
続
の
も
の
と

す
る
た
め
に
、
天
の
権
威
を
「
忠
臣
」
の
属
性
と
し
て
規
定
し
、
臣

下
を
「
忠
臣
」
と
し
て
、
そ
の
自
己
実
現
を
抑
制
し
て
ゆ
く
も
の
と

試
み
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子
思
』

の
「
忠
臣
」
の
思
想
で
あ
る
。
湯
浅
邦
弘
氏
は
、『
魯
穆
公
問
子
思
』

の
「
忠
臣
」
と
「
諫
諍
」
と
の
関
係
が
、『
孟
子
』『
墨
子
』『
晏
子
春
秋
』

な
ど
の
伝
世
文
献
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
、『
魯
穆
公
問
子
思
』

に
お
い
て
、
子
思
が
規
定
す
る
「
忠
臣
」
と
は
、『
論
語
』
に
お
け

る
「
忠
」
の
観
念
を
政
治
思
想
化
し
、「
忠
」
と
は
別
概
念
と
意
識

さ
れ
て
き
た
「
諫
諍
」
を
忠
臣
の
属
性
と
し
て
明
確
に
規
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
忠
臣
た
る
思
想
家
が
自
己
實
現
を
果
た
し
て
行
く

道
を
開
く
」
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
17

。

　

こ
の
ふ
た
つ
の
「
忠
臣
」
の
思
想
は
、
ほ
ぼ
年
代
を
同
じ
く
す
る

「
同
時
資
料
」
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子

思
』
の
「
忠
臣
」
の
思
想
と
、
中
山
王
錯
方
壺
と
円
鼎
の
銘
文
の
そ

れ
は
、
懸
絶
し
た
も
の
で
あ
る
18

。と
も
に
、
臣
下
が
君
主
に
忠
を

尽
く
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、『
魯
穆
公
問
子
思
』
の
「
忠
臣
」
は
、

自
己
実
現
を
果
た
す
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
山
王
錯
方
壺
と
円

鼎
の
銘
文
の
「
忠
臣
」
は
、
天
の
絶
対
的
な
権
威
の
も
と
、
王
の
下

に
置
か
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
「
忠
臣
」
思
想
の
再
定
義
を
通
じ
て
、
儒
家
は
「
忠
」

思
想
の
新
地
平
を
開
い
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
『
孝
經
』
の
理
論
に
お

い
て
結
実
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３
．「
忠
信
」
の
形
成
と
終
焉
―
郭
店
楚
墓
竹
簡
『
忠
信
之
道
』

　

一
九
九
三
年
、
湖
北
省
荊
門
市
の
郭
店
一
号
楚
墓
か
ら
出
土
し
た

竹
簡
群
、
す
な
わ
ち
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』
か
ら
は
、
数
多
く
の
「
忠
」

思
想
に
関
わ
る
文
献
が
確
認
さ
れ
て
い
る
19

。
そ
の
中
で
、『
忠
信

之
道
』
は
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
「
忠
」
と
「
信
」
が
い
か
な
る

も
の
か
を
、
こ
れ
よ
り
前
の
い
か
な
る
文
献
と
比
較
し
て
も
詳
細
に

議
論
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
以
降
「
忠
信
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
ま

で
事
細
か
に
述
べ
ら
れ
た
論
考
が
存
在
し
な
い
点
か
ら
も
貴
重
な
文

献
資
料
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
20

。

　

Ⅰ◯ 

 01
不
譌
不
害
、
忠
之
至
也
。
不
欺
弗
知
、
信
之
至
也
。
忠
積
則

可
親
也
、
信
積
則
可
信
也
。
忠
02
信
積
而
民
弗
親
信
者
、
未
之

有
也
。
至
忠
如
土
、
爲
物
而
不
發
。
至
信
如
時
、
必
至
而
不
結
。

忠
人
亡
03
譌
、信
人
不
背
。
君
子
如
此
、故
不
苟
生
、不
背
死
也
。

　
　

 

譌
ら
ず
害
わ
ざ
る
は
、忠
の
至
り
な
り
。
欺
か
ず
知
ら
ざ
る
は
、

信
の
至
り
な
り
。
忠
積
め
ば
則
ち
親
し
む
べ
く
、
信
積
め
ば
則

ち
信
ず
べ
き
な
り
。
忠
信
積
み
て
民
親
信
せ
ざ
る
者
は
、
未
だ

之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
至
忠
は
士
の
如
く
、
物
を
爲
し
て
發
か

ず
。
至
信
は
時
の
如
く
、
必
ず
至
り
て
結
ば
れ
ず
。
忠
人
は
譌

る
こ
と
亡
く
、
信
人
は
背
か
ず
。
君
子
は
此
く
の
如
し
、
故
に

苟
く
も
生
き
ず
、
死
に
背
か
ざ
る
な
り
。

　

 

 Ⅱ◯ 

 大
舊
而
不
渝
、
忠
之
至
也
。
陶
而
睹
常
者
、
信
04
之
至
也
。
至

忠
亡
譌
、
至
信
不
背
、
夫
此
之
謂
此
。
大
忠
不
説
、
大
信
不
期
。

不
説
而
足
養
者
、
地
也
。
不
期
05
而
可
要
者
、
天
也
。
昭
天
地

也
者
、
忠
信
之
謂
此
。

　
　

 

大
い
に
舊
く
し
て
渝
わ
ら
ざ
る
は
、
忠
の
至
り
な
り
。
陶
く
し

て
常
を
睹
る
は
、
信
の
至
り
な
り
。
至
忠
は
譌
る
こ
と
亡
く
、

至
信
は
背
か
ず
と
は
、
夫
れ
此
れ
の
謂
い
な
り
。
大
忠
は
説
か

ず
、
大
信
は
期
せ
ず
。
説
か
ず
し
て
養
う
に
足
る
者
は
、
地
な

り
。
期
せ
ず
し
て
要
む
べ
き
者
は
、
天
な
り
。
天
地
に
昭
ら
か

な
る
者
は
、
忠
信
の
謂
い
な
り
。

　

 

Ⅲ◯ 

 口
惠
而
實
弗
從
、
君
子
弗
言
尓
。
心
疏
而
貌
06
親
、
君
子
弗
申

尓
。
故
行
而
鯖
兌
民
、
君
子
弗
由
也
。
三
者
、
忠
人
弗
作
、
信

人
弗
爲
也
。
忠
之
爲
07
道
也
、
百
工
不

、
而
人
養
皆
足
。
信

之
爲
道
也
、
羣
物
皆
成
、
而
百
善
皆
立
。

　
　

 

口
惠
に
し
て
實
從
わ
ざ
る
は
、
君
子
は
言
わ
ざ
る
な
り
。
心
疏

ん
じ
て
貌
親
し
む
は
、
君
子
は
申
べ
ざ
る
な
り
。
故
ら
に
行
な

い
て
民
よ
り
争
奪
す
る
は
、君
子
は
由
ら
ざ
る
な
り
。
三
者
は
、

忠
人
は
作
さ
ず
、
信
人
は
爲
さ
ざ
る
な
り
。
忠
の
道
爲
る
や
、

百
工

な
ら
ず
し
て
、
人
養
皆
な
足
る
。
信
の
道
爲
る
や
、
羣
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物
皆
な
成
り
て
、
百
善
皆
な
立
つ
。

　

 
Ⅳ◯ 
 君
子
其
它
也
08
忠
、
故
恋
親
溥
也
。
其
言
尓
信
、
故
傳
而
可
受

也
。
忠
、
仁
之
實
也
。
信
、
義
之
期
也
。
是
故
古
之
所
09
以
行

蠻
貉
者
、
如
此
也
。

　
　

 

君
子
は
其
の
施
す
や
忠
な
り
、
故
に
恋
親
せ
ら
る
る
こ
と
溥
き

な
り
。
其
の
言
や
信
な
り
、
故
に
傳
え
て
受
く
べ
き
な
り
。
忠

は
、
仁
の
實
な
り
。
信
は
、
義
の
期
な
り
。
是
の
故
に
古
の
蠻

貉
に
行
わ
る
る
所
以
の
者
は
、
此
く
の
如
き
な
り
21

。

　

郭
店
楚
簡
『
忠
信
之
道
』
は
、
四
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
段
落
Ⅰ◯
で
は
、
君
子
の
「
忠
信
」
の
徳
と
は
い
か
な
る
も
の
か

を
、
具
体
的
な
当
為
を
示
し
て
説
明
し
て
ゆ
き
、
段
落
Ⅱ◯
で
は
、「
至

忠
」「
至
信
」「
大
忠
」「
大
信
」
と
い
う
「
忠
」「
信
」
の
ラ
ン
ク
を

規
定
す
る
。
そ
の
最
も
高
い
徳
を
体
現
す
る
君
子
こ
そ
が
、
天
地
に

相
関
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

段
落
Ⅲ◯
で
は
、「
忠
」「
信
」
た
る
君
子
な
ら
ば
、
民
を
善
導
し
て
、

ど
れ
だ
け
の
治
績
を
挙
げ
ら
れ
る
か
が
強
調
さ
れ
、
段
落
Ⅳ◯
で
は
、

君
子
が
民
に
臨
む
に
「
忠
」「
信
」
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
化
外
の

地
に
お
い
て
さ
え
、民
を
善
導
で
き
る
旨
が
記
さ
れ
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に『
忠
信
之
道
』で
は
、民
に
対
す
る
為
政
者
の
徳
目「
忠
」

「
信
」の
功
能
を
さ
ま
ざ
ま
な
た
と
え
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、

そ
の
主
要
な
骨
子
は
、
為
政
者
た
る
君
子
は
、
民
の
信
頼
を
勝
ち
得

る
た
め
に
は
「
忠
」「
信
」
の
徳
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
、
そ
し
て
、
君
子
が
身
に
付
け
る
べ
き
徳
に
は
、
ラ
ン
ク
が
設
定

さ
れ
て
、
君
子
た
る
も
の
、「
至
忠
・
至
信
」
か
ら
「
大
忠
・
大
信
」

へ
と
進
む
べ
き
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
忠
信
之
道
』
の
「
忠
信
」
の
思
想
は
、『
論
語
』
に
お
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
た
政
治
思
想
化
さ
れ
た
「
忠
」
思
想
を
敷
衍
・
発

展
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
論
語
』
文
⑥
⑦
⑩
に
お
い
て
も
、

君
子
が
民
に
「
忠
信
」
で
臨
む
必
要
を
主
張
し
て
お
り
、そ
こ
で
は
、

「
忠
」「
信
」
が
、
為
政
者
た
る
君
子
と
民
と
の
間
に
両
行
し
な
け

れ
ば
、
民
よ
り
信
頼
を
勝
ち
え
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、「
忠
積
め
ば
則
ち
親
し
む
べ
く
、
信
積
め
ば
則
ち
信

ず
べ
き
な
り
。
忠
信
積
み
て
民
親
信
せ
ざ
る
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら

ざ
る
な
り
」、「
君
子
は
其
の
施
す
や
忠
な
り
、
故
に
恋
親
せ
ら
る

る
こ
と
溥
き
な
り
。
其
の
言
や
信
な
り
、
故
に
傳
え
て
受
く
べ
き
な

り
」
と
い
う
よ
う
に
、
君
子
が
民
に
臨
む
に
「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡

く
」
せ
ば
、
民
は
君
子
に
對
し
て
「
親
―
し
た
し
み
」、「
信
―
う
そ

を
言
わ
な
い
」
で
臨
め
ば
、
同
じ
く
「
信
―
う
そ
を
言
わ
な
い
」
で

返
る
の
で
あ
り
、こ
こ
に
徳
の
両
行
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、『
論
語
』

の
よ
う
に
「
忠
」「
信
」
が
両
行
す
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
忠
」
に
対
し
て
、
明
ら
か
な
差
別
化
を
計
り
、「
忠
」
を
君

子
の
徳
性
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
動
き
に
は
、
や
は
り
、
前
章
で
検
討
し
た
「
忠
臣
」
の
「
忠
」
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の
影
響
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
ま
い
。「
忠
臣
」
も
「
忠
信
」
も
『
論

語
』
の
段
階
で
分
化
を
始
め
た
政
治
思
想
で
あ
っ
た
が
、
前
章
で
確

認
し
た
と
お
り
、「
忠
臣
」
の
「
忠
」
は
、
君
子
で
あ
り
、
臣
下
で

あ
る
思
想
家
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

こ
の
流
れ
を
証
明
す
る
資
料
と
し
て
、『
墨
經
』
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
22

。

　
　

  

﹇
經
﹈ 

忠
、
以
爲
利
而
強
低
也
。﹇
説
﹈
忠
○
不
利
弱
子
、
亥

足
將
入
、
止
容
。（
上
經
校
釋
第
十
二
）

　
　

  

﹇
經
﹈ 

忠
は
、
以
て
利
を
爲
せ
ば
低
に
強
い
る
な
り
。﹇
説
﹈

忠
○
弱
子
に
利
あ
ら
ず
、
亥
れ
足
將
に
入
ら
ん
と
す
れ

ば
、
容
を
止
む
。

　
　

  

（﹇
經
﹈ 

忠
と
は
、
利
で
あ
る
と
思
う
と
き
に
は
、
お
の
れ
の

家
族
に
強
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

  

﹇
説
﹈ 

忠
と
は
、
己
れ
の
家
族
に
利
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
家
居
の
門
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
て
思
い
止

ま
る
。）

こ
の
「
忠
」
は
、
君
主
・
民
の
ど
ち
ら
に
向
い
て
い
る
も
の
な
の
か

判
然
と
せ
ぬ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
身
の
家
族
を
犠
牲
に
す
る
ほ

ど
の
「
盡
忠
」
で
、
こ
れ
が
君
主
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

ま
さ
し
く
―
身
を
危
く
し
て
上
に
奉
ず
る
―
「
忠
」
で
あ
り
、
こ
れ

が
民
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
す
―
と

い
う
よ
り
、
も
っ
と
強
烈
な
―
身
を
危
く
し
て
下
に
盡
く
す
―
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
忠
」
の
思

想
は
、
一
般
の
人
間
関
係
よ
り
隔
離
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
政
治
思

想
と
な
り
、
君
子
に
限
定
さ
れ
た
徳
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
忠
信
之
道
』
に
お
い
て
、「
忠
」「
信
」
の
思
想
は
、

発
達
し
た
議
論
を
備
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
根
本
的

な
部
分
に
矛
盾
を
抱
え
た
存
在
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
政
治
思
想
「
忠
信
」
は
、
後
世
滅
ん
で
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
矛
盾
、
つ
ま
り
「
忠
」「
信
」
の
両
行

が
喪
失
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

そ
の
ほ
か
、
前
章
で
検
討
し
た
「
忠
」
の
意
味
付
け
の
変
化
も
、

大
き
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
中
山
王
錯
彝

器
の
銘
文
に
始
ま
り
、『
魯
穆
公
問
子
思
』
に
至
る
「
忠
」
思
想
の

縱
関
係
へ
の
応
用
は
、「
忠
」
に
意
味
的
な
変
化
を
付
与
し
た
。
つ

ま
り
、
社
会
構
造
上
縱
方
向
へ
と
変
質
し
た
「
忠
」
は
、
そ
の
意
味

も
、
縱
方
向
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
「
忠
臣
」
の
―
身
を
危
く
し
て
上
に
奉
ず
る
―
「
忠
」

の
誕
生
に
よ
り
、
当
時
の
社
会
上
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
有
力
な
政

治
思
想
で
あ
っ
た
―
ま
ご
こ
ろ
を
盡
く
す
―
「
忠
」
は
、
そ
の
存
在

を
脅
か
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
証
拠
に
、
郭
店
楚
簡
の
内
に
も
「
信
」
思
想
の
自
己
完
結
化

を
は
っ
き
り
と
表
わ
す
文
が
あ
る
。『
忠
信
之
道
』
の
段
落
Ⅰ◯
に
「
忠

積
め
ば
則
ち
親
し
む
べ
く
、
信
積
め
ば
則
ち
信
ず
べ
き
な
り
。
忠
信
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積
み
て
民
親
信
せ
ざ
る
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う

が
、こ
こ
で
は
、こ
れ
ま
で
、兩
行
的
で
あ
っ
た
「
忠
信
」
の
関
係
が
、

「
信
」
の
み
で
成
り
立
つ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
信
」
の
思

想
は
『
成
之
聞
之
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
23

。

　

○ 

01
聞
之
曰
、
古
之
用
民
者
、
求
之
於
己
爲
恒
。
行
不
信
則
命
不

從
、
02
信
不
著
則
言
不
樂
。
民
不
從
上
之
命
、
不
信
其
言
、
而

能
含
德
者
、
未
之
03
有
也
。
故
君
子
之
莅
民
也
、
身
服
善
以
先

之
、
敬
慎
以
守
之
。
其
所
在
者
内
矣
。

　
　

 

之
れ
を
聞
け
る
に
曰
わ
く
、
古
の
民
を
用
う
る
者
は
、
之
れ
を

己
れ
に
求
む
る
を
恒
と
爲
す
、
と
。
行
な
い
信
な
ら
ざ
れ
ば
則

ち
命
從
わ
れ
ず
、信
著
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
言
樂
し
ま
れ
ず
。

民
、
上
の
命
に
從
わ
ず
、
其
の
言
を
信
ぜ
ず
、
而
れ
ど
も
能
く

德
を
含
む
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
君
子
の
民

に
莅
む
や
、
身
ら
善
を
服
い
て
以
て
之
れ
に
先
ん
じ
、
敬
慎
し

て
以
て
之
れ
を
守
る
。
其
の
在
る
所
の
者
は
内
な
り
。

　

○ 

24
形
於
中
、
發
於
色
。
其
錫
也
固
矣
、
民
孰
弗
信
。
是
以
上
之

恒
、
25
務
在
信
於
衆
。
詔
命
曰
、
允
師
濟
德
。
此
言
也
、
言
信

於
衆
之
可
以
26
濟
德
也
。

　
　

 

中
に
形
づ
く
ら
れ
、
色
に
發
す
。
其
の
錫
や
固
け
れ
ば
、
民
孰

れ
か
信
ぜ
ざ
ら
ん
。
是
れ
を
以
て
上
の
恒
は
、
務
め
衆
に
信
な

る
に
在
り
。
詔
命
に
曰
わ
く
、
師
に
允
な
れ
ば
德
を
濟
す
、
と
。

此
の
言
や
、
衆
に
信
た
る
こ
と
の
以
て
德
を
濟
す
べ
き
を
言
う

な
り
。

　

こ
こ
で
は
「
古
の
民
を
用
い
る
者
」、
つ
ま
り
為
政
者
た
る
君
子

と
民
（
衆
）
と
の
間
に
、
お
互
い
の
「
信
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。「
行
な
い
信
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
命
從
わ
れ
ず
」、「
民
、

上
の
命
に
從
わ
ず
、
其
の
言
を
信
ぜ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
民
が
為

政
者
に
対
し
て
「
信
」
が
な
い
場
合
の
不
都
合
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
民
か
ら
為
政
者
で
あ
る
君
子
に
向
け
ら
れ
た
「
信
」
で
あ

る
。
ま
た
、「
是
を
以
て
上
の
恒
は
、務
め
衆
に
信
な
る
に
在
り
」、「
此

の
言
や
、
衆
に
信
た
る
こ
と
の
以
て
德
を
濟
す
べ
き
を
言
う
な
り
」

と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
為
政
者
た
る
君
子
が
、
衆
に
臨
む
に

「
信
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ね
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
君

子
か
ら
衆
（
民
）
に
向
け
ら
れ
た
「
信
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
君
子

と
民
と
の
間
に
は
、「
信
」
が
両
行
し
、
自
己
完
結
す
る
思
想
形
態

を
備
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、『
成
之
聞
之
』の「
信
」

思
想
か
ら
は
、
す
で
に
「
忠
」
を
必
要
と
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
政
治
思
想
「
忠
臣
」
の
議
論

が
広
汎
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
政
治
思
想
「
忠
信
」
の
及
ぶ
範
囲

は
、
小
さ
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
に

『
忠
信
之
道
』
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
政
治
思
想
「
忠
」
の
君
子
に
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対
す
る
固
定
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
忠
」「
信
」
の
両
行
の
終
焉

が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、『
成
之
聞
之
』
が
説
く
よ
う
な
「
信
」
単

独
で
の
両
行
は
、「
忠
」
の
意
味
す
る
範
囲
を
格
段
に
狭
め
て
い
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
複
数
の
要
因
は
、こ
れ
ま
で
の「
忠

信
」
の
思
想
の
存
在
意
義
を
根
幹
か
ら
揺
る
が
し
、
か
く
し
て
政
治

思
想
「
忠
信
」
は
、消
滅
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
語

　

本
稿
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
『
論
語
』
な
ど
の
伝
世
文
献
や
、
中
山
王

錯
彝
器
銘
文
お
よ
び
郭
店
楚
簡
『
忠
信
之
道
』
な
ど
の
新
出
土
資
料

よ
り
、
先
秦
社
会
に
お
け
る
「
忠
信
」
の
思
想
を
軸
に
考
察
を
加
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
「
忠
」
思
想
の
特
性
を
検
証
し
、

そ
の
形
成
を
概
観
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
理
解
で
き
た
こ
と
は
、
先
秦
社
会
に
お
い
て
「
忠
」

の
思
想
が
徐
々
に
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
盛
行
を

背
景
に
、
社
会
を
結
ぶ
紐
帯
と
し
て
、
広
範
な
状
況
・
場
所
で
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
序
言
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
先
秦
社
会
の
一
端
を
究
明
す

る
う
え
で
、社
会
に
立
脚
し
た
視
点
を
備
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
で
解
明
さ
れ
た
事
実
を
織

り
交
ぜ
、「
忠
」
思
想
の
形
成
を
社
会
的
背
景
よ
り
論
じ
て
、
総
括

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
周
は
、
王
の
血
族
を
封
建
す
る
宗
族
体
制
を
、
そ
の
基

礎
に
お
い
た
王
朝
で
あ
っ
た
。
春
秋
時
代
末
期
に
お
い
て
も
、
主
な

社
会
基
盤
は
血
縁
に
頼
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
邑
制
都
市
で
は
、
こ

の
血
縁
に
商
人
・
工
人
な
ど
の
社
会
集
団
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
そ

れ
ぞ
れ
の
利
益
共
同
体
を
構
成
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
お

い
て
、
形
骸
化
し
て
い
っ
た
血
縁
「
孝
」
を
頼
っ
て
統
治
を
行
え
る

時
代
は
過
ぎ
去
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
雑
多
な
社
会
を
束
ね
る
、
新

た
な
紐
帯
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
、い
ち
早
く
答
え
た
の
が
、「
忠
信
」
の
思
想
で
あ
る
。『
論

語
』
に
も
多
く
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
尽

く
す
」、「
信
―
う
そ
を
言
わ
な
い
」
思
想
は
、
両
行
す
る
横
方
向
の

人
間
関
係
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
忠
信
」
の
思
想
は
、
先

秦
社
会
を
横
方
向
か
ら
支
え
る
、
新
た
な
社
会
紐
帯
で
あ
っ
た
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
儒
家
は
、「
忠
」
思
想
の
有
用
性
を
、
実
際
の
社
会
統
治

に
応
用
す
る
こ
と
を
考
え
、
本
来
の
意
味
付
け
を
変
え
な
い
ま
ま
、

両
行
的
な
上
下
・
縦
方
向
の
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が

政
治
思
想
「
忠
信
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』
の
三
例
の
他
に
、

郭
店
楚
簡
『
忠
信
之
道
』
に
も
用
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
か

な
り
広
範
に
使
用
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
戦
国
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
列
国
が
必
要
と
し
た
の
は
富

国
強
兵
策
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
の
中
央
集
権
化
は
避
け
て
通
る
こ
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と
が
で
き
な
い
。そ
う
し
た
時
代
状
況
の
下
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、

横
方
向
の
個
人
關
係
を
構
築
す
る
も
の
で
は
な
く
、
君
主
と
臣
下
を

縱
方
向
に
結
ぶ
政
治
思
想
「
忠
臣
」
で
あ
っ
た
。
中
山
王
錯
彝
器
銘

文
や
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子
思
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
治
思

想
「
忠
臣
」
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、
社
会
構
造
上
の
縱
方
向
に
ふ
さ

わ
し
く「
身
を
危
く
し
て
上
に
奉
ず
る
」意
に
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
政
治
思
想
「
忠
」
の
意
味
付
け
は
、「
忠

臣
」
思
想
が
盛
行
す
る
に
と
も
な
い
、
こ
う
し
た
方
向
に
収
斂
さ
れ

て
い
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

戦
国
末
期
に
は
、
さ
ら
に
激
し
い
弱
肉
強
食
・
集
権
化
の
時
代
を

迎
え
、「
忠
臣
」
の
思
想
は
、
列
国
の
政
治
体
制
を
支
え
る
根
幹
と

な
り
、
そ
の
後
、
中
国
の
儒
教
体
制
を
支
え
る
屋
台
骨
と
な
る
。
そ

う
し
た
な
か
、先
秦
期
に
形
成
さ
れ
た
政
治
思
想
「
忠
信
」
は
、徐
々

に
そ
の
役
割
を
終
え
、
歴
史
の
舞
台
か
ら
退
場
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

１  

渡
辺
信
一
郎
「『
孝
經
』
の
國
家
論
―
秦
漢
時
代
の
國
家
と
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
―
」（『
中
國
古
代
國
家
の
思
想
構
造
―
專
制
國
家
と
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
）
一
九
一
頁
。

２  

津
田
左
右
吉
「
儒
敎
の
實
践
道
德
」（『
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』

一
九
三
二
年
）
の
ち
（『
津
田
左
右
吉
全
集
、
儒
敎
の
研
究　

三
』
第

十
八
卷
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
所
収
、
高
田
眞
治
「
先
秦
思

想
に
於
け
る
忠
に
就
て
」（『
東
洋
思
潮
の
研
究
第
一
』春
秋
社
松
柏
館
、

一
九
四
四
年
）、
濱
口
富
士
雄
「
荀
子
の
忠
に
つ
い
て
」（『
大
東
文
化

大
學
漢
學
會
誌
』
十
二
、一
九
七
二
年
二
月
）。

３  

三
氏
の
論
考
に
共
通
す
る
の
は
、「
忠
」
は
徳
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
終
始
し
て
い
る
が
、
徳
目
で
あ
る
「
忠
」
は
同
時
に
、
そ
の
成
立

の
当
初
か
ら
社
会
に
お
け
る
紐
帯
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
紐
帯

で
あ
る
「
忠
」
の
特
性
、
役
割
、
位
置
付
け
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
、
先
秦
社
会
を
正
確
に
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿

は
、
二
〇
〇
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
中
国
思
想
に
お
け
る
身
体
・
自
然
・

信
仰
』（
東
方
書
店
）
の
た
め
に
執
筆
し
た
論
文
に
、
加
筆
・
修
正
を

加
え
て
発
表
用
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

４  

荊
門
博
物
館
編
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年
五

月
）、
池
田
知
久
『
郭
店
楚
簡
老
子
研
究
』（
東
京
大
學
文
學
部
中
國

思
想
文
化
學
研
究
室
、
一
九
九
九
年
）「
前
書
き
」、
池
田
知
久
「
ま

え
が
き
」（
郭
店
楚
簡
研
究
會
編
『
楚
地
出
土
資
料
と
中
國
古
代
文
化
』

汲
古
書
院　

二
〇
〇
二
年
）、
浅
野
裕
一
「
郭
店
楚
簡
總
論
」（『
新

出
土
資
料
と
中
國
思
想
史　

中
國
研
究
集
刊
』
別
冊　

第
三
十
三
号
。

二
〇
〇
三
年
六
月
）
参
照
。
な
お
、
郭
店
楚
墓
の
埋
葬
年
代
は
、
白

起
が
郢
を
陥
落
さ
せ
た
紀
元
前
二
七
八
年
を
下
限
と
す
る
、
紀
元
前

三
百
年
前
後
と
見
な
し
て
い
る
。

５  

李
承
律
「
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子
思
』
の
忠
臣
觀
に
つ
い
て
」（
池
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田
知
久
編
『
郭
店
楚
簡
儒
敎
研
究
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
三
年
）、
湯

淺
邦
弘「「
忠
臣
」の
思
想
―
郭
店
楚
簡『
魯
穆
公
問
子
思
』に
つ
い
て
」

（『
漢
意
【
か
ら
ご
こ
ろ
】
と
は
何
か
』
東
方
書
店
二
〇
〇
一
年
十
一

月
）。

６  「
身
を
危
く
し
て
上
に
奉
ず
る
」
は
『
逸
周
書
』
諡
法
解
篇
に
基
づ
く
。

７  

王
子
今
『「
忠
」
觀
念
研
究
―
一
種
政
治
道
德
的
文
化
源
流
与
歴
史
演

變
』（
吉
林
敎
育
出
版
社　

一
九
九
九
年
一
月
）、
李
存
山
「
讀
楚
簡

『
忠
信
之
道
』
及
其
他
」（『
中
國
哲
學
』
第
二
十
輯　

遼
寧
敎
育
出

版
社　

一
九
九
九
年
一
月
）、
胡
平
生
「
郭
店
楚
簡
中
的
孝
与
忠
」（
郭

店
楚
簡
研
究
會
編
『
楚
地
出
土
資
料
と
中
國
古
代
文
化
』
汲
古
書
院

　

二
〇
〇
二
年
）、
佐
藤
将
之
『
中
國
古
代
的
「
忠
」
論
研
究
』（
國

立
臺
灣
大
學
出
版
中
心
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。
な
お
、
佐
藤
将
之

氏
の
大
著
は
、
中
国
古
代
の
「
忠
」
思
想
の
ほ
ぼ
全
て
を
網
羅
し
た

力
作
で
あ
り
、
参
照
す
る
部
分
が
多
か
っ
た
。
改
め
て
学
恩
を
謝
す

る
次
第
で
あ
る
。

８  

于
省
吾
主
編
『
甲
骨
文
字
詁
林
』（
中
華
書
局　

一
九
九
六
年
五
月
）、

何
琳
儀
『
戰
國
文
字
字
典　

―
戰
國
文
字
声
系
』（
中
華
書
局　

一
九
九
八
年
九
月
）
参
照
。

９  

武
内
義
雄
『
論
語
の
研
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
三
九
年　

の
ち
『
武

内
義
雄
全
集
』
第
一
卷
、
論
語
篇
所
収
）、
津
田
左
右
吉
『
論
語
と
孔

子
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
）
な
ど
を
参
照
。

10  

注
２　

高
田
論
文
、
二
二
四
〜
二
二
五
頁
、
加
藤
常
賢
『
漢
字
の

起
源
』（
角
川
書
店　

一
九
七
〇
年
）、
藤
堂
明
保
『
漢
字
語
原
辞

典
』（
學
灯
社　

一
九
六
五
）、
白
川
静
『
説
文
新
義
』（
五
典
書

院　

一
九
七
四
年
）。
武
内
義
雄
『
儒
敎
の
精
神
』（
岩
波
書
店　

一
九
三
九
年
）、
十
九
、二
十
頁
参
照
。

11  「
朋
友
」
に
つ
い
て
は
、『
禮
記
正
義
』
曲
禮
上
の
疏
に
「
朋
類
は
賢

を
見
て
齋
し
か
ら
ん
と
思
う
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、君
子
で
も
あ
り
、

賢
人
で
も
あ
る
。『
論
語
』
里
仁
篇
「
賢
を
見
て
齋
し
か
ら
ん
と
思
う
」

に
基
づ
く
。

12  「
忠
信
」
の
表
記
に
つ
い
て
。「
忠
信
」
と
記
す
と
、
こ
の
二
文
字
で

つ
づ
め
て
「
ま
こ
と
」
の
意
で
あ
る
と
の
判
断
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、「
忠
信
」
と
は
、
密
接
に
關
わ
り
な
が
ら
も
、
両
行
し
て
横

方
向
の
個
人
関
係
を
構
築
す
る
社
会
紐
帯
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意

味
を
異
に
し
た
徳
目
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

13  

な
お
、『
論
語
』
に
お
け
る
政
治
思
想
化
さ
れ
た
「
忠
信
」「
忠
」
に

つ
い
て
は
、
本
稿
の
結
語
に
お
い
て
檢
討
を
加
え
る
。

14  

文
⑨
は
、『
孝
經
』
に
い
う
「
忠
臣
」
の
思
想
を
濃
密
に
表
現
し
て
お

り
、
後
世
の
述
作
と
疑
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
ま
ま
『
論
語
』

の
一
章
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。

15  
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
于
豪
亮
「
中
山
三
器
銘
文
考
釋
」（『
于
豪

亮
學
術
文
存
』
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）、
赤
塚
忠
「
中
山
國
諸
器

銘
文
の
考
釋
」（『
赤
塚
忠
著
作
集　

第
七
卷　

甲
骨
・
金
文
研
究
』

研
文
社
、
一
九
八
九
年
）、
小
南
一
郎
「
中
山
王
陵
三
器
銘
と
そ
の
時



56

研究　東洋

代
背
景
」（
林
巳
奈
夫
編
『
戰
國
時
代
出
土
文
物
の
研
究
』
京
都
大
學

人
文
科
學
研
究
所
、一
九
八
五
年
）
が
あ
る
。
な
お
、本
章
の
釋
文
は
、

基
本
的
に
は
小
南
一
郎
氏
の
も
の
に
依
拠
し
、
一
部
私
見
に
よ
り
変

更
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

16  「
恁
」
字
の
解
釈
に
つ
い
て
、
于
豪
亮
氏
は
、
眞
部
の
字
と
し
て「
信
」

と
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
『
集
韻
』
の
「
恁
、
博
雅
思
也
」、「
恁
、

信
也
」
と
あ
る
に
基
づ
き
「
信
」
の
字
で
解
し
て
お
く
。

17  

注
５　

湯
浅
論
文
、
五
十
二
頁
参
照
。

18  

中
山
王
錯
方
壺
と
円
鼎
の
銘
文
に
い
う
「
忠
臣
」
は
、「
ま
ご
こ
ろ
を

つ
く
す
臣
」
で
あ
っ
た
と
蓋
然
的
に
指
摘
し
え
よ
う
が
、
そ
の
後
、

郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子
思
』
の
「
忠
臣
」
の
意
味
付
け
で
は
、「
身

を
危
く
し
て
上
に
奉
ず
る
」
意
で
あ
り
、
後
世
と
同
様
の
意
義
を
持

つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

19  

湯
浅
邦
弘
氏
は
、郭
店
楚
簡
全
體
の「
忠
」の
思
想
的
性
格
を「
未
分
化
、

未
定
着
の
段
階
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
注
５
湯
淺
論
文
、五
十
七
頁
。

筆
者
は
、
そ
の
意
見
に
異
論
を
差
し
挟
む
も
の
で
は
な
い
が
、
正
確

を
期
す
る
な
ら
ば
、『
論
語
』
に
お
い
て
、
分
化
を
開
始
し
た
「
忠
」

思
想
が
、
郭
店
楚
簡
に
お
い
て
は
構
造
的
意
味
的
に
分
化
を
決
定
的

な
も
の
に
し
た
と
考
え
て
い
る
。

20  

郭
店
楚
墓
竹
簡
『
忠
信
之
道
』
の
釋
文
と
し
て
は
、荊
門
博
物
館
編
『
郭

店
楚
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社　

一
九
九
八
年
）、
李
零
『（
增
訂
本
）

郭
店
楚
簡
校
讀
記
』（
北
京
大
學
出
版
社　

二
〇
〇
二
年
）、
涂
宗
流
・

劉
祖
信
『
郭
店
楚
簡
先
秦
儒
家
佚
書
校
釋
』（
萬
卷
楼
圖
書
有
限
公
司

　

二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、池
田
知
久
な
ど
「『
忠

信
之
道
』
譯
注
」（
池
田
知
久
編
『
郭
店
楚
簡
儒
敎
研
究
』
汲
古
書
院

　

二
〇
〇
三
年
二
月
）
に
よ
る
詳
細
な
譯
注
が
あ
る
。

21  

本
稿
の
釈
文
は
、
基
本
的
に
注
21
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』
の
釈
文
に
依

拠
し
、
一
部
を
私
見
に
よ
り
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
01
な
ど

の
数
字
は
竹
簡
番
号
で
あ
る
。

22  『
墨
經
』
に
つ
い
て
は
、
蓋
然
的
に
郭
店
楚
簡
の
成
書
年
代
よ
り
、
や

や
遅
れ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。

23  

注
20
の
諸
論
考
、
及
び
丁
原
植
『
儒
家
佚
籍
四
種
釋
析　

郭
店
楚
簡
』

（
台
湾
古
籍
出
版
有
限
公
司　

二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）、
廣
瀬
薫
雄
・

渡
邉
大
「『
成
之
聞
之
』
譯
注
」（
池
田
知
久
編
『
郭
店
楚
簡
儒
敎
研
究
』

汲
古
書
院　

二
〇
〇
三
年
二
月
）
參
照
。『
成
之
聞
之
』
の
釈
文
に
つ

い
て
は
、
涂
宗
流
・
劉
祖
信
、
丁
原
植
、
廣
瀬
薫
雄
・
渡
邉
大
諸
氏

の
そ
れ
を
検
証
し
、
一
〜
三
号
簡
、
二
十
四
〜
二
十
六
号
簡
に
つ
い

て
釈
読
し
て
い
る
。
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報
告
①　

第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会　

　
　
　
　
　
　
　
「
多
文
化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思
想
」
参
加
記

城
　
山

　
陽

　
宣

　
　

は
じ
め
に

　

朝
鮮
王
朝
の
太
祖
七
年
、
西
暦
一
三
九
八
年
に
設
立
さ
れ
、
儒
学

の
正
統
と
文
化
を
奉
ず
る
韓
国
・
成
均
館
大
学
校
に
お
い
て
、
平
成

二
十
七
年
八
月
七
日
、
第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
「
多
文

化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思
想
」
が
開
催
さ
れ
た
。

　

学
校
法
人
昌
平
黌
か
ら
は
、
講
演
・
発
表
者
を
中
心
に
、
緑
川
浩

司
理
事
長
、
森
田
実
名
誉
教
授
夫
妻
、
本
学
儒
学
文
化
研
究
所
・
徐

坰
遙
所
長
、
東
洋
思
想
研
究
所
・
松
岡
幹
夫
所
長
と
筆
者
、
さ
ら
に

韓
国
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
松
本
優
梨
理
事
長
室
長
と
山
田
紀
浩

別
科
長
が
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
報
告
で
は
、
第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
の
模
様
や
発

表
の
内
容
を
中
心
と
し
て
、
時
系
列
に
順
を
追
っ
て
解
説
を
加
え
な

が
ら
、
そ
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
加
記
執
筆
者
の

責
を
果
た
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

一
、
い
わ
き
か
ら
大
韓
民
国
ソ
ウ
ル
特
別
市
へ

　

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日
、
緑
川
理
事
長
を
団
長
と
し
て
、
午
前

十
時
に
い
わ
き
を
出
発
、
羽
田
空
港
で
集
合
の
後
、
一
行
は
一
路
、

大
韓
民
国
の
ソ
ウ
ル
特
別
市
を
目
指
す
。
金
浦
空
港
に
降
り
立
っ
た

の
は
、
十
八
時
四
十
五
分
の
こ
と
で
あ
る
。
金
浦
空
港
に
は
、
成
均

館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
の

宗
秀
責
任
研
究
員
と
金
ス
マ
ロ

助
教
が
待
っ
て
お
り
、
一
行
を
ソ
ウ
ル
特
別
市
の
宿
舎
へ
と
案
内
の

労
を
と
っ
て
く
れ
た
。

　

そ
の
夜
、
儒
教
文
化
研
究
所
・
辛
正
根
所
長
の
主
催
に
て
歓
迎
の

宴
が
催
さ
れ
た
。
徐
坰
遙
儒
学
文
化
研
究
所
所
長
も
加
わ
っ
た
一
行

は
、
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
、
歓
談
に
花
を
咲
か
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　

二
、
第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
・
第
一
部

　

翌
日
、
平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
、
国
際
学
術
大
会
当
日
の
ソ
ウ

儒
学
文
化
研
究
所
主
任
研
究
員

東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員
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ル
特
別
市
は
、
素
晴
ら
し
い
快
晴
に
恵
ま
れ
た
。
早
朝
、
我
々
は
成

均
館
大
学
校
の
入
り
口
あ
る
文
廟
の
蝉
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
坂
の

上
に
あ
る
大
会
会
場
・
成
均
館
大
学
校
六
〇
〇
周
年
記
念
館
を
目
指

す
。
記
念
館
六
階
の
講
義
室
で
は
、早
朝
よ
り
着
々
と
準
備
を
進
め
、

本
学
の
一
行
が
到
着
し
た
際
に
は
、
水
も
漏
ら
さ
ぬ
布
陣
を
整
え
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
が
旧
知
の
山
東
大
学
の
牛
建
科
教
授
・
宋
開
玉
教
授
と
久
闊

を
叙
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ほ
ど
な
く
国
際
学
術
大
会
が
開
か
れ
る
時

間
と
な
っ
た
。
な
お
、当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会

「
多
文
化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思
想
」 

式
次
第

 　

日　

時
：
二
〇
一
五
年
八
月
七
日 （
金
）（
九
時
〜
）

　

場　

所
：
成
均
館
大
学
校 

六
〇
〇
周
年
記
念
館 

六
階 

講
義
室

第
一
部　

　

司
会
：
林
宗
秀
（
成
均
館
大
学
校
）（
九
時
〜
） 

　

開
式
の
辞
：
辛
正
根
所
長

祝　
　

辞
：
馬
仁
燮　

副
総
長 

団
体
写
真
撮
影

　

 基
調
講
演
（
九
時
二
十
分
〜
）

テ
ー
マ
：「
多
文
化
時
代
の
心
の
創
世
」

講
演
者
：
緑
川
浩
司
理
事
長
（
東
日
本
国
際
大
学
） 

発
表
一
（
九
時
五
十
分
〜
）

テ
ー
マ
：「 
試
論 

本
居
宣
長
の
神
観
念
に
つ
い
て
」（
試
析
本
居

宣
長
的
神
觀
念
） 

【写真１】大会会場の成均館大学校 600周年記念館
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発
表
者
：
牛
建
科
（
山
東
大
学
） 

発
表
二
（
十
時
十
五
分
〜
）

テ
ー
マ
：「 
常
燕
生
氏
の
『
生
物
史
觀
』
に
基
づ
く
新
法
治
主
義

に
関
す
る
研
究
」（
常
燕
生
以

生
物
史
觀

爲
基
礎

的
新
法
治
主
義
）

発
表
者
：
魏
治
勛
（
山
東
大
学
） 

発
表
三
（
十
時
四
十
分
〜
）

テ
ー
マ
：「 

中
国
に
お
け
る
韓
国
儒
学
思
想
史
研
究
の
方
法
論
に

つ
い
て
」（
中
國
韓
國
儒
學
思
想
史
硏
究
的
方
法
論
問

題
） 

発
表
者
：
李
海
濤
（
山
東
大
学
） 

　

発
表
四
（
十
一
時
五
分
〜
）

　

テ
ー
マ
：「 『
琴
瑟
楽
』
か
ら
見
た
清
代
初
期
に
お
け
る
山
東
の
婚

姻
習
俗
」（
從
《
琴
瑟
樂
》
看
清
初
山
東
婚
嫁
禮
俗
） 

　

発
表
者
：
宋
開
玉
（
山
東
大
学
） 

昼
　
食
（
十
一
時
三
十
分
〜
十
三
時
）

第
二
部　

　

司
会
：
李
海
濤
（
山
東
大
学
）

　

発
表
五
（
十
三
時
〜
）

　

テ
ー
マ
： 「 

日
本
に
お
け
る
儒
教
の
歴
史
と
現
状
、
そ
し
て
未
来

の
可
能
性
」

　

発
表
者
：
森
田
実
（
東
日
本
国
際
大
学
） 

　

発
表
六
（
十
三
時
二
十
五
分
〜
） 

　

テ
ー
マ
：「
儒
家
思
想
で
の
〝
私
〞
と
〝
私
た
ち
〞」

　

発
表
者
：
徐
坰
遙
（
東
日
本
国
際
大
学
） 

　

発
表
七
（
十
三
時
五
十
分
〜
）

　

テ
ー
マ
：「
私

と
い
う
宇
宙
」

　

発
表
者
： 

松
岡
幹
夫
（
東
日
本
国
際
大
学
） 

　

発
表
八
（
十
四
時
十
五
分
〜
）

　

テ
ー
マ
：「
先
秦
社
會
に
お
け
る
「
忠
」
思
想
の
形
成
と
展
開
」

　

発
表
者
： 

城
山
陽
宣
（
東
日
本
国
際
大
学
） 

休
　
息
（
十
四
時
四
十
分
〜
十
四
時
五
十
分
）
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第
三
部　

　

司
会
：
城
山
陽
宣
（
東
日
本
国
際
大
学
）

　

発
表
九
（
十
四
時
五
十
分
〜
）

　

テ
ー
マ
：「
多
文
化
共
生
思
想
と
し
て
の
「
老
子
」
読
解

　

発
表
者
：

澤

（
成
均
館
大
学
校
）

　

発
表
十
（
十
五
時
十
五
分
〜
）

　

テ
ー
マ
：「
梁
漱
溟
の
文
化
保
守
主
義
の
現
代
的
意
義
」

　

発
表
者
：
姜
重
奇
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
）

 　

発
表
十
一
（
十
五
時
四
十
分
〜
）

　

同
異
の
関
係
と
儒
家
の
調
和
哲
学

　

発
表
者
： 

李
哲
承
（
朝
鮮
大
学
校
） 

休
　
息
（
十
六
時
五
分
〜
十
六
時
二
十
分
）

 

団
体
写
真
撮
影

　

全
体
討
論
（
十
六
時
二
十
分
〜
十
七
時
五
十
分
）

　

指
定
討
論
進
行
：
ソ
ン
ヨ
ン
ベ
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ョ
ン
イ
ン
ジ
ェ
教
授

閉
　
会
（
十
八
時
）

晩
　
餐
（
十
八
時
〜
）

　

で
は
以
下
に
、
当
日
の
大
会
の
模
様
を
時
系
列
に
、
順
を
追
っ
て

説
明
し
て
い
こ
う
。

【写真２】 閉会時に参加者に配布された団体撮影写真
　

ま
ず
、
第
一
部
の
司
会

の
林
宗
秀
・
成
均
館
大
学

校
儒
教
文
化
研
究
所
責
任

研
究
員
の
も
と
に
、
第
六

回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術

大
会
「
多
文
化
共
生
の
社

会
と
東
洋
思
想
」
の
開
会

が
宣
言
さ
れ
る
。
辛
正
根

儒
教
文
化
研
究
所
所
長
の

開
幕
の
辞
、
馬
仁
燮
成

均
館
大
学
校
副
総
長
の
祝

辞
が
続
き
、
そ
の
後
、
最

初
の
団
体
撮
影
が
行
わ
れ

た
。

　

そ
し
て
、
学
校
法
人
昌

平
黌
緑
川
浩
司
理
事
長
の

基
調
講
演
が
開
始
さ
れ

る
。
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よ
う
に
調
和
さ
せ
る
の
か
、
こ
の
「
多
様
性
の
中
の
調
和
」
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
精
神
性
で
あ
る
〝
精
神
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
〞
た
る
「
心
の
創
世
」
が
必
要
で
あ
る
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、こ
の
「
心
の
創
世
」
に
は
、儒
学
で
説
か
れ
て
い
る
「
脩

己
治
人
」「
仁
」「
中
庸
」
を
、
現
代
の
思
想
の
も
と
に
再
解
釈
を
お

こ
な
い
、「
公
」
と
「
私
」
を
共
に
活
か
す
「
活
私
啓
公
（
私
を
活

か
し
て
公
を
啓
く
）」
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
ら
の
「
心
の
拡
大
」
が

社
会
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
、自
他
の
調
和
的
な
統
合
こ
そ
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
多
文
化
を
活
か
し
、
統
合
す
る
源
泉
の
力
に
な

る
、
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

緑
川
理
事
長
の
基
調
講
演
は
、
こ
う
し
た
旧
き
儒
学
や
仏
教
だ
け

で
な
く
、
さ
ら
に
先
進
的
、
か
つ
最
新
の
現
代
思
想
を
も
紐
解
き
な

が
ら
、
新
た
な
地
平
を
開
く
、
つ
ま
り
「
心
の
創
世
」
を
成
し
遂
げ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
調
講
演
に
つ
い
て
は
、
後
に
行

わ
れ
た
総
合
討
論
に
お
い
て
も
、
多
く
の
質
問
が
集
中
し
た
こ
と
か

ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、新
た
な
地
平
を
切
り
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、ま
さ
し
く
特
筆
大
書
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、中
国
の
山
東
大
学
の
四
名
の
発
表
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。

最
初
の
発
表
者
で
、
神
道
の
研
究
者
と
し
て
名
高
い
牛
建
科
教
授
の

発
表
は
、「
試
論 
本
居
宣
長
の
神
観
念
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
と
す

【写真３】基調講演を行う緑川浩司理事長と通訳の松本優梨室長

　

基
調
講
演
で
あ
る
緑
川
浩
司
理
事
長
の
テ
ー
マ
は
、「
多
文
化
時

代
の
心
の
創
世
」
で
あ
っ
た
。
緑
川
理
事
長
は
、
ま
ず
、
現
在
の
国

際
社
会
は
多
文
化
の
時
代
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
異
質
な
文
化
を
ど
の



62

研究　東洋

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

牛
建
科
教
授
い
わ
く
、
復
古
神
道
の
大
成
者
で
あ
る
本
居
宣
長
の

神
観
念
は
、
神
の
本
義
と
外
延
を
定
義
し
、
神
々
を
分
類
し
て
、
神

の
善
悪
を
区
別
し
、
そ
の
上
で
、
天
照
大
神
が
神
々
の
中
に
お
い
て
、

中
心
地
位
を
占
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
現
実
性
と
普
遍
性
を
強
調
し

た
と
す
る
。

　

そ
し
て
宣
長
の
神
観
念
は
、
原
始
神
道
の
多
神
信
仰
を
直
接
に
受

け
継
ぎ
、
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
を
は
じ
め
と
し
た
復
古
神
道

の
思
想
家
た
ち
の
民
族
文
化
の
自
覚
が
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
の
発
表
者
の
魏
治
勛
教
授
の
「
常
燕
生
氏
の
『
生
物
史
觀
』
に

基
づ
く
新
法
治
主
義
に
関
す
る
研
究
（
常
燕
生
以

生
物
史
觀

爲

基
礎
的
新
法
治
主
義
）」
に
お
い
て
は
、
現
代
の
法
治
と
国
家
の
現

代
化
に
新
た
な
啓
司
を
与
え
る
た
め
、
近
代
中
国
の
代
表
的
な
新
法

家
で
あ
る
常
燕
生
の
思
想
の
再
検
証
を
行
わ
れ
た
。

　

常
燕
生
は
、
近
代
中
国
の
民
族
存
亡
の
苦
難
を
解
決
す
る
た
め
に

思
索
を
重
ね
た
。
彼
は
、
人
類
社
会
も
生
物
の
法
則
に
従
わ
ざ
る
を

得
な
い
存
在
で
あ
る
と
見
な
し
、
つ
ま
り
は
国
家
と
社
会
も
、
生
物

と
同
様
の
有
機
的
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
有
機
生
物
史
観
と
同
様
の

発
展
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
す
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
漸
進
改
良
論
は
、
現
代
的
「
法
治
中
国
」
を
建
設

す
る
際
に
、
大
い
な
る
啓
示
を
与
え
る
と
の
発
表
で
あ
っ
た
。

　

三
番
目
の
発
表
は
、
韓
国
宗
教
と
東
ア
ジ
ア
思
想
史
を
専
門
と
す

る
若
手
研
究
者
・
李
海
濤
氏
の
発
表
で
あ
っ
た
。

　

テ
ー
マ
は
、「
中
国
に
お
け
る
韓
国
儒
学
思
想
史
研
究
の
方
法
論

に
つ
い
て̶

学
術
史
的
回
顧
―
」。
中
国
に
お
け
る
儒
学
思
想
史
の

研
究
が
熱
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
、
韓
国
儒
学
思
想
史
の
研
究
分

野
は
、
等
閑
視
に
付
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
中
国
の
現
状
を
、

⑴
延
邊
、
⑵
北
京
、
⑶
台
灣
の
三
方
面
に
お
け
る
韓
國
儒
學
思
想
研

究
の
得
失
と
し
て
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
韓
国
儒
学
が
韓
国
の
形
成
と
発
展
よ
り
形
作
ら
れ
て
き

た
た
め
、
そ
の
研
究
に
は
韓
国
固
有
の
文
化
的
土
壌
と
基
礎
的
文
献

で
あ
る
漢
文
を
理
解
し
、
あ
わ
せ
て
韓
国
語
・
日
本
語
に
よ
る
現
在

の
研
究
成
果
を
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、そ
の
上
で
、

中
国
・
日
本
の
儒
学
と
比
較
検
討
を
重
ね
て
こ
そ
、
韓
国
儒
学
思
想

史
の
研
究
を
よ
り
一
段
、
新
た
な
高
み
に
至
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
説
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
午
前
中
の
最
後
、
四
番
目
と
し
て
、
中
国
文
学
の
研
究
者

と
し
て
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
儒
学
高
等
研
究
院
教
授
の
宋
開
玉
先

生
の「『
琴
瑟
楽
』か
ら
見
た
清
代
初
期
に
お
け
る
山
東
の
婚
姻
習
俗
」

に
つ
い
て
の
発
表
が
行
わ
れ
た
。
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宋
開
玉
教
授
は
、本
発
表
に
お
い
て
、『
琴
瑟
楽
』
を
原
点
と
し
て
、

郷
村
に
お
け
る
婚
姻
の
過
程
を
考
え
、
明
清
の
山
東
民
間
婚
姻
習
俗

は
、『
礼
記
』「
六
礼
」
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
朱
熹
『
家
礼
』
の

影
響
を
受
け
て
、
婚
姻
礼
儀
が
省
略
さ
れ
、
実
際
的
で
、
よ
り
世
俗

的
な
方
向
へ
と
発
展
し
た
、
と
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
第
一
部
が
終
了
し
た
。
白
熱
の
講
演
・
発
表
が
続
き
、
予

定
の
時
間
を
超
え
て
の
終
了
で
あ
っ
た
。

　

つ
い
で
、
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
の
メ
ン
バ
ー
で
昼
食
を
と

り
な
が
ら
、
次
回
、
山
東
大
学
で
開
催
さ
れ
る
第
七
回
中
日
韓
共
同

国
際
学
術
大
会
に
つ
い
て
、
検
討
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
開
催
時
期
を

暫
定
的
に
、二
〇
一
七
年
の
九
月
末
と
し
、テ
ー
マ
に
つ
い
て
、様
々

な
議
論
が
行
わ
れ
た
の
ち
、「
東
洋
思
想
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
定
め
た
の
で
あ
る
。

　
　

三
、
第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
・
第
二
部

　

そ
し
て
、
程
な
く
し
て
第
二
部
が
開
始
さ
れ
た
。
第
二
部
の
司
会

は
、
山
東
大
学
の
李
海
濤
先
生
で
あ
る
。

　

第
二
部
の
最
初
の
発
表
者
は
、
著
名
な
評
論
家
で
、
東
日
本
国
際

大
学
客
員
教
授
・
山
東
大
学
名
誉
教
授
の
森
田
実
先
生
で
あ
っ
た
。

テ
ー
マ
は
、「
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
歴
史
と
現
状
、
そ
し
て
未
来

の
可
能
性
」。
そ
の
名
称
の
通
り
、
古
代
・
中
世
日
本
に
お
け
る
儒

教
に
つ
い
て
、
聖
徳
太
子
と
十
七
条
憲
法
の
精
神
を
紹
介
し
、
武
士

階
級
形
成
と
朱
子
学
の
展
開
よ
り
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
教
を
、
さ

ら
に
、
明
治
以
後
に
お
け
る
儒
教
を
西
洋
思
想
と
の
関
係
で
論
じ
た

の
ち
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
否
定
を
概
観
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
今
後
、
二
十
一
世
紀
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
可
能
性
に
つ

い
て
は
、
儒
教
と
仏
教
を
中
心
と
す
る
東
洋
思
想
の
復
興
こ
そ
が
、

今
後
、
日
本
人
が
進
む
べ
き
道
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
新
時
代
を

生
き
抜
く
た
め
に
、
東
洋
思
想
の
再
構
築
を
追
及
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
人
は
「
自
立
」
に
向
か
っ
て
動

き
始
め
て
い
る
、
と
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
部
、
二
番
目
の
発
表
者
は
、
儒
教
研
究
の
大
家
で
あ
り
、
成

均
館
大
学
校
名
誉
教
授
、
東
日
本
国
際
大
学
儒
学
文
化
研
究
所
の
徐

坰
遙
所
長
で
あ
る
。「
儒
家
思
想
で
の
〝
私
〞
と
〝
私
た
ち
〞」
を
テ
ー

マ
と
し
て
発
表
が
行
わ
れ
た
。

　

徐
坰
遙
教
授
は
い
う
。
天
地
自
然
と
天
地
の
間
で
暮
ら
し
て
い
る

人
間
は
、結
局
同
じ
で
あ
る
と
い
う
天
人
合
一
の
表
現
か
ら
見
れ
ば
、

天
は
大
宇
宙
で
あ
り
、
人
は
小
宇
宙
で
あ
る
。
宇
宙
と
人
間
は
、
独

自
的
に
運
行
、
流
行
、
交
流
す
る
の
で
は
な
く
、
万
物
万
象
の
大
和

合
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
と
他
人
を
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分
別
す
る
〝
私
〞
と
い
う
存
在
よ
り
、
自
他
を
結
び
、
共
に
す
る
共

同
体
の
意
識
か
ら
出
た
〝
私
た
ち
〞
と
い
う
存
在
感
を
重
ん
じ
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
我
の
内
在
的
な
善
い
部
分
を
推
し
進
め
、

寡
欲
を
基
本
と
し
て
心
を
養
い
、自
他
が
調
和
し
一
つ
の
心
に
な
る
、

こ
の
よ
う
に
し
て
仁
に
至
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
部
の
三
番
、
全
体
の
七
番
目
の
発
表
者
は
、
東
日
本
国
際
大

学
東
洋
思
想
研
究
所
の
松
岡
幹
夫
所
長
で
あ
っ
た
。
テ
ー
マ
は
、「
私

と
い
う
宇
宙
―
地
球
仏
教
者
た
ち
の
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」。

松
岡
教
授
は
い
う
。
す
べ
て
の
存
在
が
無
限
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い

る
の
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
全
宇
宙
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
自

覚
し
た
人
、す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
は
、〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
を
発
見
す
る
。

そ
し
て
、
す
べ
て
の
存
在
を
〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
と
同
一
視
す
る
が

ゆ
え
に
、
一
切
衆
生
救
済
の
責
任
を
主
体
的
に
担
い
、
慈
悲
の
実
践

に
向
か
う
の
で
あ
る
、
と
。

　

そ
し
て
、
現
代
の
仏
教
界
に
お
い
て
〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
の
自
覚

に
立
ち
、
ま
さ
し
く
地
球
仏
教
者
と
呼
ぶ
べ
き
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
和

行
動
を
展
開
し
て
い
る
三
人
の
人
物
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
、
テ
ィ

ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
池
田
大
作
の
思
想
と
行
動
を
詳
細
に
論
じ
る
。

そ
の
上
で
、
世
界
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
現
代
社
会
と
の
か
か

わ
り
方
と
い
う
、
両
面
に
お
い
て
、〈
私
と
い
う
宇
宙
〉
を
唱
え
る

仏
教
者
た
ち
の
真
価
が
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
問
わ
れ
て
い
く
こ
と
に

　

そ
し
て
第
二
部
の
最
後
、全
体
の
八
番
目
は
、筆
者
の
発
表
で
あ
っ

た
。
テ
ー
マ
は
、「
先
秦
社
會
に
お
け
る
「
忠
」
思
想
の
形
成
と
展
開
」

で
あ
る
。
本
発
表
は
、「
忠
」
思
想
に
つ
い
て
、『
論
語
』
な
ど
の
伝

世
文
献
と
新
出
土
文
献
よ
り
、
思
想
的
特
質
と
そ
の
形
成
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
あ
る
。

【写真４】発表を行う松岡幹夫所長

な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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春
秋
時
代
末
期
、
そ
の
雑
多
な
社
会
を
束
ね
る
、
新
た
な
紐
帯
が

必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
い
ち
早
く
答
え
た

の
が
、「
忠
信
」
の
思
想
で
あ
る
。「
忠
―
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
す
」、「
信

―
う
そ
を
言
わ
な
い
」
思
想
は
、
両
行
す
る
横
方
向
の
人
間
関
係
を

構
築
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
戦
国
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
列
国
が
必
要
と
し
た
の
は
中

央
集
権
化
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
の
下
で
必
要
と
さ
れ
る

の
は
、
横
方
向
の
個
人
関
係
を
構
築
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
山
王

錯
彝
器
銘
文
や
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子
思
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

君
主
と
臣
下
を
縱
方
向
に
結
ぶ
政
治
思
想「
忠
臣
」で
あ
っ
た
。「
忠
」

の
意
味
付
け
は
、「
忠
臣
」
思
想
が
盛
行
す
る
に
と
も
な
い
、
こ
う

し
た
方
向
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
発
表
終
了
の
後
、
韓
国
側
の
通
訳
を
さ
れ
て
い
た
韓
国

儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
元
勇
準
先
生
か
ら
、
本
発
表
や
専
門

の
研
究
に
つ
い
て
、
是
非
と
も
後
日
議
論
し
た
い
と
の
お
話
が
あ
っ

た
。
元
先
生
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
韓
国
儒
教
研
究
の
「
現

在
」
―
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
滞
在
記
―
」
に
記
し
て

あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

以
上
で
第
二
部
が
終
了
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
が
力
作
ぞ
ろ

い
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
幅
に
時
間
が
超
過
し
た
。
休
憩
す
る

間
も
な
く
、
第
三
部
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

四
、
第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
・
第
三
部

　

第
三
部
の
司
会
は
、
筆
者
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
第
三
部
の
最
初
、
全
体
の
九
番
目
の
発
表
者
は
、
成
均
館
大

学
校
の

澤

先
生
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
、「
多
文
化
共
生
思
想
と

し
て
の
『
老
子
』
読
解
」。
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
多
文
化
の
問
題
の

解
決
を
『
老
子
』
よ
り
読
み
解
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

発
表
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
無
為
之
治
」
の
統
治
論
と

し
て
の
老
子
哲
学
は
、
多
文
化
の
共
生
論
に
お
い
て
、
四
点
の
示
唆

を
与
え
る
。
第
一
は
、
反
省
的
な
思
考
の
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、

第
二
は
、非
主
流
文
化
に
対
す
る
肯
定
的
な
認
識
を
導
き
出
す
こ
と
、

そ
し
て
第
三
は
、
主
流
と
非
主
流
の
相
互
共
生
を
は
か
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
最
後
は
、
暴
力
性
・
巨
大
化
を
抑
制
す
る
こ
と
で
、
多

文
化
社
会
体
制
化
の
小
規
模
な
社
会
体
制
の
樹
立
を
認
め
る
の
だ
、

と
。

　

次
の
発
表
者
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
の
姜
重
奇
先
生
は
、「
梁
漱
溟
の

文
化
保
守
主
義
の
現
代
的
意
義
」
に
つ
い
て
、
詳
細
な
紹
介
・
報
告

を
行
な
わ
れ
た
。

　

梁
漱
溟
（
一
八
九
三
〜
一
九
八
八
）
は
、
文
化
の
普
遍
性
と
民
族

の
特
殊
性
に
関
す
る
認
識
よ
り
、
欧
米
中
心
の
現
代
化
論
・
歴
史
文

化
論
を
克
服
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
陳
独
秀
・
胡
適
ら
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が
主
張
し
た
「
西
洋
近
代
文
化
が
中
国
・
イ
ン
ド
文
化
よ
り
進
歩
し

て
い
る
」
と
い
う
単
線
的
な
進
化
論
に
依
拠
し
た
文
化
一
元
論
意
的

観
点
を
拒
否
し
、
三
つ
の
文
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
価
値
を
持
っ

て
い
る
た
め
、
そ
の
間
に
進
退
・
優
劣
は
存
在
し
な
い
と
す
る
文
化

三
路
向
説
を
主
張
し
た
。

　

そ
し
て
、
文
化
の
継
承
の
領
域
か
ら
、
中
国
文
化
と
イ
ン
ド
文
化

が
持
っ
て
い
る
不
完
全
さ
は
、
西
洋
文
化
と
の
調
和
・
融
合
の
根
拠

を
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
梁
漱
溟
の

文
化
保
守
主
義
は
、
現
代
の
多
文
化
共
生
に
対
し
て
示
唆
す
る
部
分

が
少
な
く
な
い
、
と
の
姜
重
奇
先
生
の
説
明
で
あ
っ
た
。

　

第
三
部
の
三
番
目
、
全
体
の
十
一
番
目
、
そ
し
て
最
後
の
発
表
者

は
、
朝
鮮
大
学
校
の
李
哲
承
教
授
で
あ
っ
た
。

　

テ
ー
マ
は
、「
同
異
の
関
係
と
儒
家
の
調
和
哲
学
」。
李
哲
承
教
授

は
、「
儒
家
思
想
の
中
に
あ
る
調
和
の
哲
学
と
は
、
個
々
の
違
い
と

違
い
の
有
機
的
な
関
係
を
通
じ
て
、
集
団
の
構
成
員
に
よ
る
互
い
の

協
議
と
合
意
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
共
属
意
識
を
、
普
遍
的
な
価
値
観

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
普
遍
性
は
、
構
成
員
た
ち
の

自
立
的
な
意
志
で
形
作
ら
れ
る
「
特
殊
性
と
特
殊
性
」
の
有
機
的
交

流
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
見
な
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
同
異
と
普
遍
・
特
殊
は
、
異
か
ら
同

へ
、
特
殊
か
ら
普
遍
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
基
礎
と
す
る
儒
家
思
想

の
調
和
の
哲
学
は
、
多
文
化
思
想
が
拡
大
し
、
不
当
な
差
別
や
社
会

的
矛
盾
が
表
出
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
思
想
的
な
寄
与
を
為
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
第
六
回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会
「
多
文
化
共
生

の
社
会
と
東
洋
思
想
」
に
お
け
る
基
調
講
演
と
十
一
本
の
発
表
が
す

べ
て
終
了
し
た
。
所
定
の
時
刻
を
大
幅
に
超
え
て
い
た
た
め
、
速
や

か
に
総
合
討
論
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。

【写真５】総合討論
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総
合
討
論
に
お
い
て
は
、
緑
川
浩
司
理
事
長
を
筆
頭
に
、
本
学
関

係
者
の
全
て
に
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、有
意
義
な
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。

引
き
続
き
、
記
念
品
の
交
換
と
全
体
撮
影
が
行
わ
れ
、
第
六
回
韓
中

日
共
同
国
際
学
術
大
会
は
、大
成
功
の
裡
に
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

【
写
真
６
】
記
念
品
を
交
換
す
る

緑
川
理
事
長
と
辛
正
根
儒
教
文
化

研
究
所
所
長

【写真８】国際学術大会終了後の全体撮影

【
写
真
７
】
緑
川
理
事
長
と
牛
建

科
山
東
大
学
教
授
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【写真９】国際学術大会終了後の本学のメンバー

　

そ
の
後
の
晩
餐
会
で
は
、
旧
知
の
友
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
二
年

後
の
国
際
学
術
大
会
で
の
再
会
を
約
し
た
の
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
舎

に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
翌
日
の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
若
干
の
報
告

を
行
っ
て
、
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　

我
々
、
学
校
法
人
昌
平
黌
の
一
行
は
、
成
均
館
大
学
校
・
山
東
大

学
と
別
行
動
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
前
日
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
あ
っ
た
「
多
文
化
共
生
の
社
会
」
の
縮
図
と

も
い
え
る
朝
鮮
戦
争
と
現
代
韓
国
に
、
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
可
能

な
場
所
を
訪
ね
た
い
と
い
う
、
緑
川
浩
司
理
事
長
と
森
田
実
先
生
の

意
志
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
我
々
一
行
は
、
朝
鮮
戦
争
と
南
北
分
断
の
現
状
に
触
れ
る

た
め
に
、三
八
度
線
・
板
門
店
に
程
近
い
、北
を
望
む
台
を
目
指
し
た
。

往
路
、
韓
国
国
民
の
心
の
涙
で
あ
ろ
う
か
、
沛
然
と
雨
が
降
り
注
ぎ
、

バ
ス
の
窓
を
し
た
た
か
に
打
っ
た
が
、
現
地
に
到
着
す
る
直
前
、
忽

然
と
晴
れ
渡
り
、
我
々
に
道
を
開
い
た
。
天
は
、
我
ら
の
志
を
、
ご

覧
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
各
々
は
、
自
身
の
感
傷
の
ま
ま
、
北
の
大

地
を
望
み
、
ま
た
、
朝
鮮
戦
争
で
多
く
の
弾
丸
に
貫
か
れ
た
蒸
気
機

関
車
の
残
骸
を
眺
め
、
そ
の
記
憶
を
胸
に
刻
み
付
け
た
。

　

そ
の
後
、
一
行
は
戦
争
博
物
館
に
向
か
っ
た
。
そ
の
博
物
館
へ
と

続
く
廊
下
に
は
、
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
戦
死
者
の
名
前
が
鋳
造
さ
れ

た
プ
レ
ー
ト
が
、ど
こ
ま
で
も
屹
立
し
て
続
く
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

お
の
ず
か
ら
哀
悼
の
意
を
捧
げ
な
が
ら
、
一
行
は
進
む
。
博
物
館
に
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【写真 10】戦争博物館

【写真 11】戦争博物館正面ホールにて

お
け
る
展
示
も
、
同
一
民
族
間
に
お
け
る
悲
劇
を
、
あ
り
の
ま
ま
に

反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
今
回
の
学
術
会
議
の
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
、「
多
文
化
に
お
け
る
共
生
」
が
、
い
か
に
困
難
か
に
思

い
を
致
し
た
が
、
同
時
に
、
強
固
な
志
を
持
つ
同
志
が
手
を
採
り
合

え
ば
、
い
か
な
る
逆
境
も
撥
ね
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
も
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
表
現
す
る
言
葉
は
異
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と

も
、
参
加
者
す
べ
て
に
、
共
通
の
感
受
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　

最
後
に
、
三
十
八
度
線
に
向
か
う
道
中
に
お
い
て
、
な
ぜ
驟
雨
は
、

忽
然
と
降
ら
す
こ
と
を
や
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
孔
子
は
こ
う
答
え

る
に
違
い
な
い
。「
天
、
徳
を
予わ

れ

に
生
ぜ
り
」
と
。
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は
じ
め
に

　

大
韓
民
国
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
儒
教
の
影
響
が

残
っ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
学
問
も
、
広
大
か
つ
深
遠
で
あ
る
と
の

評
価
が
定
ま
っ
て
久
し
い
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
東
ア
ジ

ア
の
儒
教
研
究
に
従
事
し
て
き
た
が
、
そ
の
主
な
対
象
は
、
古
代
中

国
と
近
世
・
近
代
日
本
で
あ
っ
て
、
は
な
は
だ
遺
憾
な
が
ら
、
韓
国

の
儒
教
や
そ
の
研
究
に
触
れ
る
機
会
を
得
る
こ
と
は
、
か
な
う
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
度
、
緑
川
浩
司
理
事
長
を
は
じ
め
、
本
学
儒
学
文

化
研
究
所
所
長
、
徐
坰
遙
先
生
の
ご
推
挙
に
よ
り
、
筆
者
は
、
平
成

二
十
七
年
八
月
六
日
よ
り
九
月
二
日
ま
で
、
本
学
と
か
ね
て
よ
り
親

交
が
深
い
大
韓
民
国
・
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
に
お
け

る
研
究
活
動
に
従
事
す
る
幸
運
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

約
一
か
月
の
滞
在
期
間
に
お
い
て
は
、
未
知
の
儒
教
文
化
よ
り
啓

発
を
受
け
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
多
大
で
あ
っ
た
。
本
学
の
建
学
の
精

神
と
通
じ
合
う
、
東
ア
ジ
ア
儒
教
文
化
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が

報
告
②　

韓
国
儒
教
研
究
の
「
現
在
」　
―
―
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
滞
在
記
―
―

城
　
山

　
陽

　
宣

儒
学
文
化
研
究
所
主
任
研
究
員

東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員

で
き
た
こ
と
は
、
今
後
の
研
究
活
動
の
基
盤
を
形
作
る
こ
と
、
疑
う

余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
本
学
と
成
均
館

大
学
の
人
的
交
流
の
基
礎
と
な
っ
て
い
く
こ
と
も
言
を
俟
つ
ま
い
。

　

本
報
告
で
は
、
ま
ず
滞
在
先
の
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究

所
や
、
そ
の
関
連
研
究
所
、
学
部
、
大
学
院
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ

の
特
筆
に
言
及
す
る
。
そ
の
後
、
大
韓
民
国
ソ
ウ
ル
特
別
市
で
の
筆

者
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
韓
国
儒
学
研
究
の
現
状
に

触
れ
、
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

一
、
韓
国
儒
教
研
究
の
「
現
在
」、
そ
の
㈠

　
　
　
　
　

―
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
に
つ
い
て
―

　

成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
は
、
現
代
韓
国
に
お
け
る
儒

教
研
究
の
メ
ッ
カ
で
あ
り
、
先
進
的
な
研
究
機
関
で
あ
る
。
筆
者
の

ソ
ウ
ル
滞
在
の
目
的
の
一
つ
に
、
韓
国
に
お
け
る
儒
教
研
究
の
現
状

を
把
握
し
た
い
と
い
う
希
望
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
代
表
的
な
拠
点
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で
あ
る
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
の
「
現い

在ま

」
を
知
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
韓
民
国
の
儒
教
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
理
解
す
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
儒
教
研
究
者

に
と
っ
て
も
一
定
の
意
義
を
持
つ
、
と
考
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
以
下
に
現
在
の
成
均
館
大
学
校
・

儒
教
文
化
研
究
所
の
様
々
な
取
り
組
み
を
、
我
が
国
の
儒
教
・
東
洋

学
研
究
の
現
状
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
概
観
を
把
握
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

　

儒
教
文
化
研
究
所
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
、「
伝
統
的
な
儒
教
思
想

を
現
代
的
に
解
釈
し
、
人
類
が
共
有
で
き
る
普
遍
的
な
理
念
と
文
化

を
探
求
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
韓
国
屈
指
の
儒
教

研
究
機
関
で
あ
る
。

　

現
在
の
所
長
は
、
先
秦
・
両
漢
・
宋
明
儒
学
の
研
究
者
と
し
て
名

高
い
辛
正
根
（

）
先
生
で
、
新
進
気
鋭
の
明
代
思
想
史
研
究

者
で
あ
る
責
任
研
究
員
の
林
宗
秀
（

）
先
生
な
ど
諸
研
究
員

と
と
も
に
、
研
究
活
動
を
精
力
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
大
ま
か
に
述
べ
れ
ば
、
第

一
が
、
学
術
雑
誌
・
図
書
の
編
集
・
公
刊
、
第
二
が
、
儒
学
古
典
の

韓
国
語
に
よ
る
訳
注
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
事
業
、
そ
し
て
第
三
の

学
術
会
議
お
よ
び
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
の
三
本
柱
が
、
研
究

【写真１】成均館大学校・文廟大成殿

【写真２】成均館大学校・600周年記念館

【
写
真
３
】
成
均
館
大
学
校
・
儒
教
文
化
研
究
所
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所
の
主
た
る
活
動
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
順
を
追
っ
て
説
明

を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
学
術
雑
誌
・
図
書
の
編
集
・
公
刊
に
つ
い
て
。
本
研
究

所
で
は
、
韓
国
内
唯
一
の
国
際
儒
教
学
術
誌
で
あ
る
『Journal of 

Confucian Philosophy and Culture

』
を
年
に
二
回
発
行
し
、

二
〇
一
五
年
九
月
時
点
で
、二
十
四
号
ま
で
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
、

出
版
事
業
も
精
力
的
に
行
わ
れ
、
儒
教
文
化
全
般
に
関
す
る
問
題
を

探
求
す
る
『
儒
教
文
化
研
究
叢
書
』
の
シ
リ
ー
ズ
を
陸
続
と
し
て
刊

行
し
、
同
年
九
月
現
在
、
十
八
巻
ま
で
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

　

近
年
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の
充
実
し
た
成
果
は
、
我
が
国
の
東
洋

学
研
究
に
お
け
る
最
先
端
大
学
と
比
較
し
て
も
見
劣
り
す
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。
連
想
さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
の
京
都
大
学
の
東
洋
史

学
の
伝
統
に
お
け
る
、
学
術
雑
誌
『
東
洋
史
研
究
』
と
研
究
図
書
の

公
刊
事
業
で
あ
る
「
東
洋
史
研
究
叢
刊
」
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
の
学

術
に
対
す
る
扱
い
が
、
年
々
低
下
す
る
中
に
あ
っ
て
、
以
下
に
も
紹

介
し
て
い
く
儒
教
文
化
研
究
所
の
充
実
し
た
取
り
組
み
の
数
々
は
、

規
模
・
熱
意
と
も
に
、賞
賛
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ

た
。
我
が
国
の
研
究
機
関
も
、
こ
う
し
た
韓
国
学
術
界
の
先
進
的
な

部
分
は
、
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
出
版
事
業
に
も
関
連
す
る
「
儒
学
古
典
の
韓
国
語
に
よ
る

訳
注
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
事
業
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
と
特
徴

を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
儒
教
文
化
研
究
所
で
は
、
東
ア
ジ
ア
儒

教
の
主
要
古
典
で
あ
る
四
書
五
経
を
、新
た
に
韓
国
語
に
訳
し
て『
儒

教
経
典
翻
訳
叢
書
』
と
し
て
順
次
発
刊
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
滞
在
し
た
二
〇
一
五
年
八
月
に
は
、折
し
も
『
周
易
大
全
』

の
韓
国
語
に
よ
る
訳
注
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
事
業
（
二
〇
一
三
年

九
月
〜
二
〇
一
五
年
八
月
）
が
佳
境
を
迎
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

　

ま
た
、
儒
教
文
化
研
究
所
傘
下
の
研
究
機
関
で
、
二
〇
一
〇
年
設

立
の
韓
国
儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー
で
は
、
韓
国
政
府
文
化
体
育
観
光
部

の
支
援
を
受
け
、「
韓
国
儒
經
の
定
本
化
Ｄ
Ｂ
及
び
活
用
シ
ス
テ
ム

構
築
事
業
」
を
遂
行
中
で
あ
り
、そ
の
一
環
と
し
て
、『
李
退
渓
全
集
』

の
定
本
化
お
よ
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
作
業
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
作
業
の
う
ち
、
訳
注
・
校
定
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の

東
洋
学
研
究
に
お
け
る
中
国
古
典
の
訳
注
作
業
の
伝
統
と
比
較
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
で
は
、
古
く
は
冨
山
房
の
『
漢
文
大
系
』
を
嚆
矢
と
し
て
、

明
治
書
院
の
『
新
釈
漢
文
大
系
』
や
集
英
社
の
『
全
釈
漢
文
大
系
』

な
ど
、
豊
富
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
誇
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
我

が
国
の
中
国
学
が
世
界
に
冠
た
る
基
礎
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
現
代
韓
国
に
お
け
る
訳
注
作
業
全
体
を
俯
瞰
し

た
場
合
、
ま
だ
我
が
国
の
よ
う
に
広
範
に
わ
た
る
訳
注
が
揃
っ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
現
状
で
あ
ろ
う
が
、
儒
教
文
化
研
究
所
の
取
り
組
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み
に
代
表
さ
れ
る
訳
注
作
業
の
特
徴
を
端
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、

「
深
遠
か
つ
精
緻
な
取
り
組
み
が
精
力
的
に
な
さ
れ
て
い
る
」
と
い

う
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
紹
介
し
た
通
り
、
儒
教
文
化
研
究
所
や
韓
国
儒
經
編
纂
セ
ン

タ
ー
で
は
、
訳
注
・
校
定
作
業
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築

も
同
時
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
つ
い

て
、
中
国
で
は
、
い
ち
早
く
大
規
模
な
事
業
が
推
進
さ
れ
、
我
が
国

の
研
究
者
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
本
研
究
所
で
は
、
訳
注
・
校
定
作
業
と
と
も
に
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
も
実
現
し
て
い
き
つ
つ
あ
る
の
は
、
世
界
に

お
い
て
も
先
進
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
韓
国
に
お
け
る

東
洋
学
の
未
来
を
明
る
く
照
ら
す
も
の
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
儒
教
文
化
研
究
所
に
よ
る
『
周
易
大
全
』
の
訳
注
だ
け
で

な
く
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
光
化
門
の
大
型
書
店
・
永
豊
文
庫
で
見
か
け

た『
礼
記
大
全
』の
訳
注
も
、非
常
に
興
味
深
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
。

『
周
易
大
全
』
な
ど
、
世
に
い
う
「
五
経
大
全
」
は
、
科
挙
用
の
テ

キ
ス
ト
の
集
大
成
と
し
て
、
明
初
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま

で
の
学
説
を
網
羅
し
た
こ
と
が
、
そ
の
主
た
る
特
徴
で
あ
る
と
い
え

よ
う
が
、
同
時
に
そ
れ
は
浩
瀚
、
つ
ま
り
非
常
に
大
部
な
書
籍
と
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
韓
国
で
は
現
在
、
こ
う
し
た
大

部
な
書
籍
の
訳
注
・
校
定
に
も
敢
然
と
し
て
取
り
組
み
、
そ
の
深
遠

な
内
容
に
も
踏
み
込
ん
だ
作
業
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
近
年
、
我

が
国
で
も
『
朱
子
語
類
』
の
訳
注
作
業
を
遂
行
す
る
な
ど
、
遅
ま
き

な
が
ら
、
大
掛
か
り
な
事
業
に
も
手
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
が
、
韓
国
で
は
、
い
ち
早
く
、
こ
う
し
た
作
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
訳
注
作
業
の
充

実
は
、
韓
国
に
お
け
る
東
洋
学
の
将
来
を
約
束
す
る
も
の
と
思
え
て

な
ら
な
い
。
我
が
国
で
も
、
こ
う
し
た
人
文
学
に
お
け
る
基
礎
的
研

究
を
な
い
が
し
ろ
に
せ
ず
、
真
摯
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
儒
教
文
化
研
究
所
が
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
、
学
術

会
議
と
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
取
り
上
げ
た
い
。
本
研
究
所
で
は
、

基
本
的
に
、
年
三
回
の
定
期
学
術
会
議
と
、
一
〜
二
回
の
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
滞
在
し
た
約
一
か
月
の
間
だ
け
で
も
、
八
月
七
日
に
、

我
々
、
東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
・
儒
学
文
化
研
究
所
の

面
々
も
参
加
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
第
六
回
韓
中
日
共
同
国

際
学
術
大
会　

多
文
化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思
想
」
が
開
か
れ
た

ほ
か
、
八
月
二
十
八
日
に
は
、「
中
華
主
義
と
東
ア
ジ
ア
儒
教
文
化
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
韓
国
語
に
よ
る
学
術
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
Ｂ
Ｋ
21+

事
業
団
に
よ
る
講
演
も
行
わ
れ
て
い
る
。
筆
者

も
講
師
と
し
て
、
そ
の
栄
誉
に
浴
し
た
が
、
さ
ら
に
台
湾
輔
仁
大
学

の
尤
煌
傑
教
授
の
講
演
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
実
に
精
力
的
な
研
究
活

動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、儒
教
文
化
研
究
所
を
中
心
と
す
る
研
究
活
動
は
、

枚
挙
に
暇
が
な
い
程
で
、
そ
の
全
容
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
紙
幅
の

関
係
上
、
本
報
告
の
み
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
儒
教
文
化
研
究
所
を

中
心
と
す
る
成
均
館
大
学
校
の
東
洋
学
関
係
部
門
に
つ
い
て
は
、
同

研
究
所
の
辛
正
根
所
長
よ
り
紹
介
文
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
れ
を

本
稿
の
巻
末
に
付
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
。
韓
国
儒
教
研
究
に
興
味

の
あ
る
有
志
の
方
々
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　

二
、
韓
国
儒
教
研
究
の
「
現
在
」、
そ
の
㈡

　
　
　
　
　

―
成
均
館
大
学
校
滞
在
時
の
研
究
活
動
に
つ
い
て
―

　

筆
者
は
滞
在
期
間
に
お
い
て
、
成
均
館
大
学
校
儒
教
文
化
研
究
所

内
に
席
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
研
究
活
動
に
お

い
て
便
宜
が
与
え
ら
れ
た
。
本
章
で
は
、
滞
在
中
に
行
っ
た
研
究
活

動
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
八
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
第
六

回
韓
中
日
共
同
国
際
学
術
大
会　

多
文
化
共
生
の
社
会
と
東
洋
思

想
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
参
加
報
告
記
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
が
、筆
者
は
「
先
秦
社
会
に
お
け
る
「
忠
」
思
想
の
形
成
と
展
開
」

と
題
し
た
研
究
発
表
を
行
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
総
合
討
論

時
に
も
、
意
義
深
い
質
問
を
い
た
だ
い
た
が
、
後
日
、
成
均
館
大
学

校
の
金
東
敏
先
生
・
元
勇
準
先
生
ら
か
ら
も
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ

て
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
金
東
敏
先
生
は
、
も
っ
ぱ
ら
春

秋
公
羊
伝
の
研
究
を
行
わ
れ
て
い
る
方
で
、
日
本
・
中
国
・
韓
国
に

お
け
る
漢
代
儒
教
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
も
、
意
見
を
交
換
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　

次
に
、
八
月
二
十
一
日
に
行
っ
た
、
成
均
館
大
学
校
Ｂ
Ｋ
21+

事

業
団
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
講
演
に
つ
い
て
も
、
主
た
る
研
究

活
動
と
し
て
報
告
し
て
お
き
た
い
。
論
題
は
、「
五
経
博
士
の
設
置

に
関
す
る
疑
義
の
再
検
討
―
『
史
記
』『
漢
書
』
に
お
け
る
「
五
経
」

【写真４】 第六回韓中日共同国際学術大会
　　　　 多文化共生の社会と東洋思想
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を
中
心
と
し
て
―
」
と
し
、
日
本
の
漢
代
儒
教
研
究
の
最
新
の
ト
レ

ン
ド
を
知
り
た
い
と
い
う
辛
正
根
儒
教
文
化
研
究
所
所
長
の
求
め
に

応
じ
て
、
前
漢
代
の
武
帝
期
に
お
け
る
儒
教
の
国
教
化
問
題
に
お
け

る
日
本
の
研
究
界
の
現
状
の
紹
介
と
、
筆
者
の
卑
見
を
披
瀝
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
元
勇
準
先
生
の
正
確
な
翻
訳
に
よ
り
、
辛
正
根
先
生

や
金
東
民
先
生
、
ま
た
成
均
館
大
学
校
の
儒
教
文
化
研
究
所
の
研
究

員
の
方
々
や
大
学
院
の
院
生
か
ら
、
多
く
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
活

発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
筆
者
も
大
い
に
啓
発
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
Ｂ
Ｋ
21+

事
業
団
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
台
湾

輔
仁
大
学
の
尤
煌
傑
教
授
の
「
儒
家
の
価
値
論
」
を
テ
ー
マ
と
す
る

講
演
に
も
参
加
し
、
様
々
な
方
面
で
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
八
月
二
十
八
日
に
は
、「
中
華
主
義
と
東
ア
ジ
ア
儒
教
文

化
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
韓
国
語
に
よ
る
学
術
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
ち
ら
は
言
語
的
な
問
題
か
ら
、
得
る
と
こ
ろ
は
少
な
か
っ

た
。
韓
国
儒
学
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
韓
国
語
を
マ
ス
タ
ー

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

韓
国
儒
教
文
化
に
お
い
て
、筆
者
が
最
も
関
心
を
寄
せ
る
も
の
に
、

【写真５】 BK21+ 事業団のプロジェクト講演・
集合写真

【写真６】 BK21+ 事業団のプロジェクト講演・
元勇準先生と筆者

【写真７】 BK21+ 事業団のプロジェクト講演・
辛正根先生より質問を受ける
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朝
鮮
王
朝
時
代
の
礼
制
と
儒
書
の
出
版
と
い
う
文
化
的
事
象
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　

ま
ず
、朝
鮮
王
朝
時
代
の
礼
制
研
究
の
現
状
の
確
認
に
つ
い
て
は
、

宗
廟
や
景
福
宮
、
国
立
古
宮
博
物
館
に
何
度
も
足
を
運
び
、
現
状
の

確
認
に
努
め
る
と
と
も
に
、
参
考
書
籍
や
資
料
な
ど
も
入
手
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
儒
書
の
出
版
に
つ
い
て
は
、
成
均
館
大
学
校
の
貴
重
古
書

の
所
蔵
機
関
で
あ
る
尊
経
閣
を
訪
問
す
る
と
と
も
に
、
国
立
古
宮
博

物
館
に
お
け
る
展
示
や
光
化
門
の
永
豊
文
庫
や
、
仁
寺
洞
の
著
名
な

古
書
店
で
あ
る
通
文
館
で
の
資
料
購
入
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
を
知

る
こ
と
が
で
き
た
。

【写真８】宗廟

【写真９】景福宮

【写真 10】国立古宮博物館
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さ
ら
に
、
現
代
グ
ル
ー
プ
の
峨
山
政
策
研
究
所
研
究
員
の
李
承
律

先
生
か
ら
は
、
韓
国
儒
教
の
故
郷
と
称
さ
れ
る
安
東
同
行
の
話
も
い

た
だ
い
た
が
、
筆
者
の
滞
在
期
間
の
関
係
で
実
現
す
る
こ
と
が
か
な

わ
な
か
っ
た
。
こ
の
安
東
探
訪
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
必
ず
実
現
さ

せ
て
、
そ
こ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
木
版
の
版
木
の
保
存
や
儒
教
儀
礼

の
現
状
な
ど
を
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

三
、
韓
国
儒
教
研
究
の
「
現
在
」、
そ
の
㈢

　
　
　
　

―
成
均
館
大
学
校
内
外
の
研
究
者
と
の
交
流
に
つ
い
て
―

　

成
均
館
大
学
校
を
中
心
と
す
る
多
く
の
研
究
者
と
筆
者
は
、
そ
の

滞
在
期
間
に
お
い
て
、
多
く
の
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
本
章

で
は
、
韓
国
儒
教
研
究
の
「
現
在
」
を
紹
介
す
る
一
環
と
し
て
、
こ

う
し
た
研
究
者
と
の
交
際
記
録
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
儒
教
文
化
研
究
所
の
辛
正
根
所
長
に

は
、
ご
多
忙
の
な
か
、
多
く
の
時
間
を
割
い
て
い
た
だ
き
、
膝
を
交

え
て
多
く
の
話
題
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

辛
正
根
先
生
は
現
在
、
韓
国
の
国
民
の
間
に
お
い
て
、『
論
語
』

の
先
生
と
し
て
高
名
で
あ
る
が
、
研
究
者
と
し
て
の
本
領
は
、
朱
子

学
や
韓
国
儒
学
な
ど
を
中
心
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
先
ご
ろ
、
中
国

の
清
華
大
学
教
授
で
、
中
国
に
お
け
る
朱
子
学
研
究
の
第
一
人
者
で

あ
る
陳
来
先
生
と
対
談
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
名
声
は
世
界
中
に
轟
い

て
い
る
研
究
者
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。そ
の
辛
先
生
と
の
話
の
中
で
、

先
生
が
、
も
と
も
と
は
漢
代
儒
教
、
と
り
わ
け
董
仲
舒
な
ど
の
研
究

に
取
り
組
ん
で
い
た
と
の
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、
筆
者
の
専

門
と
同
じ
分
野
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
度
も
、
漢
代
儒
教
の
研
究

に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
著
書
を
い
た

だ
く
こ
と
も
で
き
た
。
深
き
学
恩
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で

【写真 11】古書店・通文館
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あ
る
。

次
に
、
儒
教
文
化
研
究
所
の
研
究
者
の
方
々
と
の
交
流
も
忘
れ
が
た

い
。

　

日
本
で
い
え
ば
、
主
任
研
究
員
で
あ
る

宗
秀
先
生
は
、
明
代
儒

学
と
韓
国
儒
学
を
中
心
に
研
究
を
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
代
道
家

思
想
を
研
究
さ
れ
て
い
る
助
教
の
金
ス
マ
ロ
氏
と
と
も
に
、
日
本
と

韓
国
に
お
け
る
中
国
学
の
現
状
や
個
々
の
研
究
に
つ
い
て
、
意
見
交

換
を
重
ね
た
。

　

先
秦
期
の
周
易
を
研
究
し
、
台
湾
に
十
数
年
滞
在
さ
れ
て
い
た
朴

榮
雨
先
生
や
、
中
国
美
学
を
専
攻
し
、
蘇
東
坡
の
思
想
を
研
究
、
ま

た
中
国
留
学
歴
も
あ
る
康
交
希
さ
ん
と
も
、
中
国
に
関
す
る
話
題
で

話
が
弾
ん
だ
。と
く
に
康
さ
ん
に
は
、研
究
所
に
お
い
て
隣
席
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
本
当
に
良
く
し
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
に
堪
え
な

い
。
康
さ
ん
と
韓
国
料
理
店
で
話
し
合
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
韓
国
に

お
け
る
美
し
き
思
い
出
と
し
て
、
筆
者
の
脳
裏
に
深
く
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
研
究
所
以
外
の
研
究
者
と
も
、
多
く
の
交
流
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
。
と
り
わ
け
、
韓
国
儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
で
あ

る
元
勇
準
先
生
と
、
韓
国
屈
指
の
研
究
所
で
あ
る
現
代
グ
ル
ー
プ
の

峨
山
政
策
研
究
所
の
李
承
律
先
生
と
の
交
流
も
印
象
深
い
も
の
で

あ
っ
た
。
先
生
方
は
、
と
も
に
成
均
館
大
学
校
か
ら
東
京
大
学
の
博

士
課
程
を
修
了
さ
れ
た
中
国
先
秦
時
代
の
研
究
者
で
、
日
本
で
研
究

を
さ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
新
出
土
文
献
資
料
を
扱
う
こ
と
に
か
け

て
、
名
が
知
ら
れ
た
俊
英
で
あ
り
、
訪
韓
時
に
は
必
ず
お
会
い
し
た

い
と
考
え
て
い
た
方
々
で
あ
っ
た
。

　

李
先
生
・
元
先
生
と
は
、
何
度
か
食
事
を
と
も
に
し
て
、
様
々
な

内
容
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
た
が
、
と
り
わ
け
八
月
二
十
日
の
夜

に
、
現
代
・
峨
山
政
策
研
究
所
を
訪
問
し
て
、
中
国
思
想
研
究
や
韓

国
儒
学
研
究
界
の
状
況
、
さ
ら
に
は
日
韓
両
国
を
め
ぐ
る
現
在
に
つ

い
て
、
夜
が
更
け
る
ま
で
語
り
尽
く
し
た
こ
と
は
、
今
に
至
る
ま
で

【写真 12】 現代・峨山政策研究所のメインホー
ル・李承律・元勇準両先生

【写真 13】 峨山政策研究所の図書閲覧室、学
生が読書会を行っていた
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忘
れ
が
た
い
思
い
出
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
月
二
十
二
日
、
酷
暑
の
日
に
、
ソ
ウ
ル
の
北
門
で
あ

る
粛
靖
門
を
訪
ね
、
ソ
ウ
ル
城
壁
を
散
策
し
た
こ
と
、
ま
た
粛
靖
門

付
近
の
高
所
か
ら
景
福
宮
を
望
ん
だ
た
こ
と
は
、
今
で
も
深
い
印
象

【写真 14】峨山政策研究所の李承律先生の研究室にて

【写真 16】粛靖門付近の高所より景福宮を望む

【
写
真
15
】
粛
靖
門
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を
筆
者
に
与
え
続
け
て
い
る
。

　

さ
ら
に
韓
国
滞
在
の
終
盤
に
、
成
均
館
大
学
校
の
李
基
東
先
生
と

高
在
錫
先
生
と
意
見
を
交
換
で
き
た
こ
と
は
、
非
常
に
有
意
義
で

あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、
李
基
東
先
生
は
、
筑
波
大
学
の
今
井
宇
三
郎
先
生
の

も
と
で
儒
教
研
究
に
従
事
さ
れ
た
学
者
で
、
現
在
、
李
退
渓
学
会
の

重
鎮
で
も
あ
る
。
ま
た
、
過
去
に
は
本
学
で
集
中
講
義
も
行
わ
れ
、

さ
ら
に
二
〇
一
五
年
の
孔
子
祭
の
折
に
も
講
演
を
い
た
だ
い
た
、
本

学
と
も
縁
の
深
い
先
生
で
あ
っ
た
。
李
・
高
両
先
生
は
、
と
も
に
海

外
出
張
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
時
に
不
在
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
の
韓

国
滞
在
の
終
盤
に
帰
国
さ
れ
、
酒
席
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
今
後
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
儒
学
研
究
の
た
め
に
、

本
学
と
成
均
館
大
学
校
は
交
流
を
深
め
て
い
き
、
ま
た
両
大
学
の
研

究
者
の
意
見
交
換
も
活
発
に
行
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
意
見

の
一
致
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
本
稿
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
、
韓
国
成
均
館
大
学

校
に
お
け
る
筆
者
の
個
人
的
交
流
や
浅
学
な
見
解
は
、
そ
れ
ほ
ど
の

学
術
的
な
意
味
は
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
我

が
国
に
お
け
る
韓
国
儒
教
研
究
の
現
状
の
理
解
が
、
捗
々
し
く
な
い

と
い
う
現
状
に
鑑
み
た
際
、
そ
の
先
進
研
究
機
関
で
あ
る
成
均
館
大

学
校
儒
教
文
化
研
究
所
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
少
な
か

ら
ぬ
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

儒
教
文
化
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
訳
注
作
業
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

は
、
韓
国
儒
教
研
究
を
、
さ
ら
に
高
次
に
発
展
さ
せ
る
基
礎
と
な
る

【写真 17】 右から李基先生・筆者・高在錫先生・金スマロ氏・康交
希さん
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も
の
で
、
大
い
に
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
確
信
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
研
究
所
が
主
催
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
学
術
会
議
、

Ｂ
Ｋ
21+
事
業
団
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
成
均
館
大
学
校
を
世
界
的

な
儒
教
研
究
の
拠
点
へ
と
押
し
上
げ
る
作
業
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
基
礎
研
究
の
充
実
と
、
そ
の
成
果
の
発
信
を
同
時

に
行
っ
て
い
る
成
均
館
大
学
校
の
儒
教
研
究
の
未
来
は
、
明
る
い
も

の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
姉
妹
校
で
あ
る
本
学
も
、
こ
れ

に
負
け
る
こ
と
な
く
、
最
大
限
の
努
力
を
重
ね
て
い
か
な
く
て
は
な

る
ま
い
。

　

与
え
ら
れ
た
紙
面
も
尽
き
た
の
で
、
こ
の
滞
在
記
も
、
こ
こ
で
ひ

と
ま
ず
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
が
、
緑
川
浩
司
理
事
長
を
は
じ
め
、

関
係
各
位
の
配
慮
の
お
陰
で
、
筆
者
は
成
均
館
大
学
校
儒
教
文
化
研

究
所
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
雰
囲
気
の
中
に
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
、

大
い
に
啓
発
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
こ
の
厚
恩
に
深

謝
を
申
し
上
げ
て
、
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

附　

 

成
均
館
大
学
校
に
お
け
る
儒
教
・
東
洋
学
研
究
機
関
に
つ

い
て

儒
教
文
化
研
究
所

紹
介
：
成
均
館
大
学
校
儒
教
文
化
研
究
所
は
伝
統
的
な
儒
教
思
想
を

現
代
的
に
解
釈
し
て
人
類
が
共
有
で
き
る
普
遍
的
な
理
念
と
文
化
を

探
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
。

　

儒
教
の
理
念
と
文
化
を
多
様
な
学
問
と
の
交
流
の
中
で
現
代
社
会

に
相
応
し
く
、
新
た
な
再
解
釈
を
す
る
た
め
に
東
ア
ジ
ア
儒
教
の
主

要
古
典
で
あ
る
四
書
五
経
を
新
し
く
翻
訳
し
て
、『
儒
教
経
典
翻
訳

叢
書
』
を
発
刊
し
て
い
る
。
ま
た
儒
教
文
化
全
般
に
関
す
る
問
題
を

探
求
す
る
『
儒
教
文
化
研
究
叢
書
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
同
時
に

世
界
各
国
の
儒
教
研
究
者
と
共
同
で
学
術
会
議
を
開
催
し
て
国
際
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
、
学
術
誌
『Journal of Confucian 

Philosophy and Culture

』
を
発
刊
し
て
国
内
外
儒
学
機
関
に
儒

教
関
連
の
学
術
成
果
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
儒
教
文
化
と
思
想

が
普
遍
的
な
倫
理
と
し
て
世
界
に
広
く
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
る
。

現
状
：
儒
教
文
化
研
究
所
は
基
本
的
に
年
に
三
回
の
定
期
学
術
会
議

と
一
〜
二
回
の
国
際
学
術
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
韓
国
内
唯
一
の

国
際
儒
教
学
術
誌
で
あ
る
『Journal of Confucian Philosophy 

and Culture

』
を
、
年
二
回
発
刊
し
て
お
り
、
現
在
二
十
四
号
ま

で
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
儒
教
文
化
研
究
叢
書
』
は
二
〇
一
五

年
九
月
現
在
に
十
八
巻
ま
で
出
版
さ
れ
た
。
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以
下
は
、
儒
教
文
化
研
究
所
傘
下
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

①
人
文
都
市
支
援
事
業
：
二
〇
一
四
年
九
月
〜
二
〇
一
七
年
八
月

　

儒
教
文
化
研
究
所
と
鍾
路
区
は
二
〇
一
四
年
九
月
か
ら
韓
国
研
究

財
団
の
支
援
を
受
け
て
、「
人
文
都
市
鐘
路
、
六
〇
〇
年
の
伝
統
よ

り
未
来
へ
の
道
を
探
索
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、〈
人
文
都
市
支

援
事
業
〉
を
推
し
進
め
て
い
る
。

　

こ
の
事
業
（
通
称
：
人
文
都
市
鐘
路
）
は
、
年
度
別
に
「
宮
（
一

年
次
）」、「
博
物
館（
二
年
次
）」、「
文
化
距
離（
三
年
次
）」と
い
う
テ
ー

マ
を
中
心
と
し
て
、三
年
間
に
わ
た
る 「
人
文
講
演
（
一
年
次
）」「
人

文
体
験
（
二
年
次
）」、「
人
文
祭
り
（
三
年
次
）」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
運

営
に
て
、
都
市
の
人
文
化
に
よ
る
人
文
学
の
大
衆
化
を
目
標
と
し
て

推
進
さ
れ
る
。

②
土
台
研
究
支
援
事
業
：
二
〇
一
四
年
九
月
〜
二
〇
一
七
年
八
月

　

儒
教
文
化
研
究
所
は
、「
士
（

）
精
神
の
現
代
化
と
代
案
的

民
主
主
義
の
模
索
：
東
洋
民
本
主
義
と
西
洋
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
通
涉

研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
四
年
度
韓
国
研
究
財
団

の
土
台
研
究
支
援
事
業
に
選
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

韓
国
民
主
主
義
の
危
機
克
服
の
た
め
に
、
儒
学
に
根
拠
し
た
東
洋

的
民
本
主
義
と
、現
在
、西
洋
で
進
め
て
い
る
代
案
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

モ
デ
ル
を
、
と
も
に
検
討
課
題
と
し
て
、
現
代
韓
国
民
主
主
義
の
発

展
の
た
め
の
、
融
合
と
交
流
の
可
能
性
に
対
し
て
研
究
を
行
っ
て
い

る
。

③
『
韓
国
周
易
大
全
』
編
纂
、
標
点
、
注
解
、
翻
訳
、
解
題
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
構
築
事
業 

二
〇
一
三
年
八
月
〜
二
〇
一
五
年
八
月

　

こ
の
事
業
は
『
周
易
』
全
体
（
六
十
四
卦
と
十
翼
）
に
つ
い
て
、

韓
国
学
者
の
独
創
的
な
研
究
資
料
を
収
集
、
集
解
形
式
で
分
類
・
整

理
す
る
こ
と
で
、
韓
国
学
研
究
に
お
け
る
、
最
初
で
最
も
完
備
さ
れ

た
『
韓
国
周
易
大
全
』
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
事
業
で
あ
る
。
漢
文

資
料
に
対
し
て 

標
点
・
翻
訳
・
注
解
・
解
題
を
作
成
、
こ
れ
を
効

果
的
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
一
般
の
人
々
に
至
る
ま
で
共
有
で
き

る
、
韓
国
思
想
研
究
の
画
期
的
土
台
を
提
供
す
る
こ
と
が
本
事
業
の

目
標
で
あ
る
。

ス
タ
ッ
フ

　

辛
正
根
（

）（ 

儒
教
文
化
研
究
所
長
、
儒
学
東
洋
学
部
＆

東
洋
哲
学
科　

教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
攻
：
先
秦
儒
学
、
漢
代
儒
学
、
東
洋
美
学

宗
秀
（

）（
儒
教
文
化
研
究
所　

責
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
攻
：
明
代
儒
学
、
中
国
宗
教
思
想

容
潤
（

）（ 

儒
教
文
化
研
究
所　

首
席
研
究
員
、ジ
ャ
ー

ナ
ル
『
儒
教
文
化
研
究
』
編
集
長)
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専
攻
：
先
秦
儒
学 .

道
家
思
想

承
祐
（

）（ 

儒
教
文
化
研
究
所　

研
究
員
、
土
台
研
究

支
援
事
業 

専
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
攻
：
西
洋
政
治
哲
学
、
社
会
理
論

賢
仙
（

）（ 

儒
教
文
化
研
究
所　

首
席
研
究
員
、
土
台

研
究
支
援
事
業　

専
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
攻
：
宋
代
儒
学

　

金
美
英
（

）（ 
儒
教
文
化
研
究
所　

首
席
研
究
員
、
人
文

都
市
鐘
路 
専
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
攻
：
東
洋
美
学

　

朴
榮
雨
（

）（ 

儒
教
文
化
研
究
所　

研
究
員
、
人
文
都
市

鐘
路 

専
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
攻
：
先
秦
儒
学
周
易
、
認
知
言
語
学

儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー

紹
介
：
韓
国
儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー
は
儒
教
文
化
研
究
所
傘
下
の
団
体

で
二
〇
一
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
。
現
在
韓
国
政
府
文
化
体
育
観
光
部

の
支
援
を
受
け
て
〝
韓
国
儒
經
の
定
本
化
Ｄ
Ｂ
及
び
活
用
シ
ス
テ
ム

構
築
事
業
〞
を
核
心
事
業
と
し
て
遂
行
し
て
い
る
。
こ
れ
を
通
じ
て

韓
国
儒
教
精
神
文
化
の
保
存
は
も
ち
ろ
ん
国
内
外
に
韓
国
儒
教
の
優

秀
性
を
伝
え
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

儒
經
編
纂
事
業
で
は
一
般
的
な
紙
本
と
し
て
の
出
版
過
程
を
敢
然

と
略
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
製
作
し
て
一
般
人
も
ウ
ェ
ブ
で
簡
単
に

儒
經
編
纂
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
の
購
入
ま
た

は
保
管
な
ど
に
よ
る
経
済
的
支
出
を
最
小
化
し
な
が
ら
現
代
社
会
で

の
Ｉ
Ｔ
の
発
達
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
な
ど
の
日
常
化
に
あ

わ
せ
て
専
門
家
は
も
ち
ろ
ん
一
般
人
に
も
広
く
普
及
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
。
定
本
化
を
中
心
に
し
た
本
事
業
の
結
果
物
は
儒
教

文
献
の
現
代
的
な
原
型
復
元
と
、
復
元
さ
れ
た
原
型
が
文
化
コ
ン
テ

ン
ツ
産
業
、
教
育
、
翻
訳
な
ど
の
他
の
領
域
で
も
拡
散·

応
用
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
土
台
に
作
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
慮

し
て
い
る
。

ス
タ
ッ
フ
：

　

金
聖
基
（

）（ 

儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー
長
、
儒
学
東
洋
学
部

＆
儒
学
科 

教
授
）

　

元
勇
準
（

）（ 

儒
經
編
纂
セ
ン
タ
ー 

標
点
教
育
チ
ー
ム
チ
ー

フ
）

標
点
チ
ー
ム
チ
ー
フ
：

玉
均
（

）（
専
攻
：
清
代
儒
学
）　

ほ
か 

二
名

研
究
者
：

　

咸
賢
贊
（

）（ 

専
攻
：
宋
代
儒
学
）

　

咸
潤
植
（

）（ 

専
攻
：
韓
国
儒
学
、
先
秦
儒
学
）　

ほ
か 

二
十
名
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儒
学 .

東
洋
学
部
（
学
部
）

紹
介
：
儒
学·

東
洋
学
科
は
学
校
の
建
学
理
念
で
あ
る
儒
学
思
想
を

学
問
的
に
研
究
し
て
個
人
が
完
全
な
人
間
に
な
る
道
を
提
示
し
て
、

人
と
国
が
発
展
で
き
る
原
理
を
追
求
、
ひ
い
て
は
現
代
文
化
の
限
界

を
乗
り
越
え
て
、
世
界
平
和
の
理
論
を
模
索
し
て
、
未
来
の
社
会
を

先
導
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
文
化
と
社
会
の
土
台
に
な
る
東
ア
ジ
ア
伝
統
思
想
に

つ
い
て
、
基
本
的
な
理
解
を
ベ
ー
ス
と
し
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化

と
芸
術
、
現
代
文
化
全
般
に
つ
い
て
学
習
と
共
に
文
化
哲
学
、
文
化

批
評
、
文
化
産
業
な
ど
文
化
学
に
対
す
る
素
養
を
育
て
て
伝
統
文
化

を
現
代
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
培
う
よ
う
に
教
育
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
東
ア
ジ
ア
古
典
を
形
成
す
る
漢
文
教
育
を
は
じ
め
、
中

国
語
・
英
語
教
育
の
強
化
を
通
じ
て
、
国
際
的
な
能
力
を
持
っ
た
人

材
の
育
成
に
努
め
て
い
る
。

現
状
：
儒
学
・
東
洋
学
部
は
成
均
館
大
学
校
の
前
身
で
あ
る
、
朝
鮮

時
代
「
成
均
館
」
の
理
念
と
役
割
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
儒

学
・
東
洋
学
部
（
略
し
て
「
儒
東
学
部
」）
は
文
学
大
学
よ
り
独
立

し
た
学
部
、
行
政
単
位
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
九

月
現
在
、
儒
東
学
部
の
学
部
・
大
学
院
で
は
、
二
つ
の
韓
国
政
府
支

援
の
事
業
を
遂
行
し
て
お
り
、
儒
学
の
現
代
化
を
目
標
と
し
て
活
発

に
活
動
し
て
い
る
。
大
学
院
は
儒
学
科
・
韓
国
哲
学
科
・
東
洋
哲
学

科
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

以
下
は
、
儒
学
・
東
洋
学
部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

①
首
都
圏
特
性
化
事
業
団
（
学
部
）

目
標
：
儒
学
の
現
代
化
と
社
会
的
拡
散
を
先
導
す
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル

儒
学
創
意
人
材
」
を
開
発
し
て
、
総
合
学
問
で
あ
り
な
が
ら
実
践
的

な
哲
学
で
も
あ
る
儒
学
本
来
の
目
的
を
、
現
代
的
に
再
解
釈
し
、
儒

学
の
古
典
的
知
恵
を
、現
代
の
多
様
な
学
問
ジ
ャ
ン
ル
と
融
合
し
て
、

学
生
た
ち
に
よ
り
多
様
な
「
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
ッ
シ
ュ
」
に
、
創
造
的

に
対
応
で
き
る
能
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

②
Ｂ
Ｋ
21+

事
業
団
（
大
学
院
：
東
洋
哲
学
科
）

Ｂ
Ｋ
21+

と
は
韓
国
政
府
が
主
導
す
る
大
学
院
レ
ベ
ル
人
材
養
成
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
研
究
中
心
大
学
の
基
盤
強
化
お
よ
び
世
界
的

レ
ベ
ル
の
研
究
能
力
培
養
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、
成
均

館
大
学
校 

儒
学
、
東
洋
学
部
で
は
東
洋
哲
学
科
を
中
心
に
事
業
を

進
行
し
て
い
る
。「
儒
学
教
育
研
究
の
創
意
人
材
養
成
の
た
め
の
グ

ロ
ー
バ
ル
統
合
Ｌ
Ａ
Ｂ
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進

し
て
い
る
。



85

■特集①：第六回日中韓国際シンポジウム　報告

教
授
：

　

辛
正
根
（

）

　

李
基
東
（

）（
専
攻
：
朱
子
学
）

　

崔
英
辰
（

）（
専
攻
：
朝
鮮
哲
学
、
周
易
）

　

崔
一
凡
（

）（
専
攻
：
韓
国
哲
学
、
儒
仏
道
交
涉
史
）

　

朴
商
煥
（

）（
専
攻
：
歴
史
哲
学
、
社
会
哲
学
）

　

金
聖
基
（

）

　

金
渡
鎰
（

）（
専
攻
：
先
秦
哲
学
、
倫
理
学
）

　

高
在
錫
（

）（
専
攻
：
宋
明
理
学
）

　

李
天
承
（

）（
専
攻
：
韓
国
哲
学
）

※ 

な
お
、
附
章
の
文
章
は
、
成
均
館
大
学
校
儒
教
文
化
研
究
所
助
教

の
金
ス
マ
ロ
氏
（
専
攻
：
秦
漢
道
家
思
想
）
に
翻
訳
し
て
い
た
だ

い
た
も
の
で
あ
る
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

【写真 18】 成均館大学校・儒教文化研究所
所内

【写真 19】成均館大学校構内
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■
特
集
②　

第
二
七
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭
■

「
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
五
年
（
平
成
二
十
七
年
）
六
月
十
九
日
、
第
二
十
七
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
く
第
二
部
は
場
所
を
ア
リ
オ
ス
大
ホ
ー
ル
に
移
し
、
二

名
の
講
師
に
よ
る
記
念
講
演
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
吹
奏
楽
部
及
び
軽

音
楽
部
に
よ
る
華
や
か
な
演
奏
会
が
催
さ
れ
た
。

　

特
に
、
本
年
は
韓
国
成
均
館
大
学
か
ら
李
基
東
先
生
を
お
招
き

し
、
講
演
を
賜
る
と
同
時
に
、
本
学
学
長
吉
村
作
治
に
よ
る
今
後
の

大
学
施
政
方
針
が
示
さ
れ
た
。
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
三
部
は
場
所
を
グ
ラ
ン
パ
ル
テ
ィ
い
わ
き
に
移
動
し
、
記
念
祝

賀
会
が
行
わ
れ
た
。
以
下
、
本
誌
特
集
で
は
記
念
講
演
二
本
を
掲
載

し
、
当
日
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
三
〇
分
〜
午
前
十
一
時
三
〇
分　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
日
本
国
際
大
学　

一
号
館　

大
成
殿

二
階　

階
段
教
室

　
　
　
　
　
　

第
二
七
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　
　
　
　

午
後
一
時
三
〇
分
〜
午
後
三
時
五
〇
分

ア
リ
オ
ス
大
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　

記
念
講
演　

　
　

　
　
　
　
　

演　

題　

「『
論
語
』
幸
福
論
Ⅱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
儒
学
文
化
」

　
　
　
　
　

講　

師　
韓
国
成
均
館
大
学
教
授　

李
基
東

　
　
　
　
　

演　

題　

「
創
立
一
二
〇
周
年
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
日
本
国
際
大
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

　
　
　
　
　

講　

師　
東
日
本
国
際
大
学
学
長　

吉
村
作
治
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第
二
七
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

日
程
表

時　　間 場　　所 内　　容

10:30
〜
11:30

本　学
１号館大成殿

及び
２階階段教室

第１部 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

〈次第〉
開式の辞 吉村作治東日本国際大学学長

（神事次第）
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 田久昌次郎いわき短期大学学長

11:30
〜
11:40

大成殿前 記念撮影

11:40
〜
12:20

本　学 昼　　食

12:20
〜
13:00

移　動 大学バス等での移動（参加学生・教職員及び来賓）

13:00
〜
13:10

アリオス
大ホール

第２部
（10 分） 昌平黌吹奏楽部演奏

13:10
〜
13:20

（10 分） いわき短期大学学長挨拶
　　　　　　　田久昌次郎学長

13:20
〜
14:20

記念講演１
（60 分）

海外来賓講演
韓国　成均館大学校　李基東教授 
「論語幸福論Ⅱ」

14:20
〜
14:40

休　　憩

14:40
〜
15:30 アリオス

大ホール

記念講演２
（50 分）

東日本国際大学学長就任記念講演
吉村作治学長
「創立120周年に向けて東日本国際大学はどう
あるべきか」

15:30
〜
15:50

（20 分） 昌平黌吹奏楽部及び軽音楽部演奏

15:50
〜
16:20

移　　動

16:20
〜
19:30

グランパルティ
いわき 第３部

記念祝賀会
理事長挨拶　緑川浩司理事長
来賓祝辞等 
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韓
国
と
中
国
そ
し
て
日
本
は
長
い
歴
史
の
中
で
同
質
的
な
文
化
を

享
有
し
て
き
た
。
そ
れ
は
漢
字
を
手
段
と
す
る
儒
教
文
化
だ
っ
た
か

ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
を
漢
字
文
化
圏
ま
た
は
儒

教
文
化
圏
と
呼
ぶ
。

　

儒
教
思
想
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
三
国
は
比
較
的
長
い
期
間
、
平
和
を

維
持
し
て
き
た
。
中
国
で
は
尭
舜
時
代
が
あ
り
、
宋
の
国
と
明
の
国

の
時
代
に
文
明
時
代
が
あ
っ
た
。
韓
国
で
は
世
宗
大
王
の
太
平
時
代

が
あ
り
、
長
い
平
和
が
続
い
た
。
日
本
に
平
和
が
訪
れ
た
の
も
儒
教

思
想
を
受
け
入
れ
た
江
戸
時
代
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
近
代
に
入
り
、
平
和
の
地
、
東
ア
ジ
ア
に
西
欧
文
明
が
押

し
寄
せ
た
。
西
欧
文
明
の
基
盤
は
科
学
と
産
業
を
前
面
に
打
ち
出
し

た
強
力
な
力
で
あ
っ
た
。
西
欧
文
明
の
基
盤
に
は
暴
力
性
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
三
国
は
、
西
欧
文
明
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
余
念
が

な
か
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
悲
劇
は
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
。
暴
力
的

な
文
化
は
持
続
的
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
日
の
西
欧
の

経
済
危
機
と
金
融
危
機
は
、
人
間
の
心
が
凍
り
つ
き
冷
た
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
に
生
ま
れ
た
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
決
で
き
る
の

は
、
他
人
を
愛
す
る
暖
か
い
心
だ
け
で
あ
る
。
儒
学
の
仁
の
思
想
が

ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
人
々
が
仁
の
思
想
を
回
復
し
仁
の
思
想
で
生

き
る
時
、
よ
う
や
く
社
会
平
和
が
訪
れ
る
。

　

今
、
儒
学
を
建
学
の
理
念
と
し
て
い
る
学
校
は
、
韓
国
の
成
均
館

大
学
校
と
日
本
の
東
日
本
国
際
大
学
だ
け
で
あ
る
。
孔
子
の
仁
の
思

想
が
未
来
世
界
を
平
和
に
導
け
る
代
案
な
ら
ば
、
成
均
館
大
学
校
と

東
日
本
国
際
大
学
の
責
任
と
役
割
が
と
て
も
重
大
で
あ
る
。
ま
ず
孔

子
の
仁
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
、
仁
の
思
想
で
生
き
な
い
こ
と
が
い

か
に
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
の
か
、
ま
た
仁
の
思
想
で
生
き
る
こ
と
が

い
か
に
幸
福
な
の
か
を
社
会
に
知
ら
せ
、
人
々
を
目
覚
め
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
生
き
方
に
は
二
種
類
あ
る
。
正
し
い
生
き

方
と
間
違
っ
た
生
き
方
で
あ
る
。
一
つ
の
木
の
幹
を
切
り
取
っ
て
挿

し
木
を
し
、
色
々
な
木
を
作
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
色
々
な
木
の
幹
は

本
来
一
つ
で
あ
る
。
全
て
の
人
間
は
一
つ
の
心
で
繋
が
っ
て
い
る
。

記
念
講
演
①　
「
論
語
」
幸
福
論
Ⅱ　
〜
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
儒
教
文
化
〜

韓
国
成
均
館
大
学
校
大
学
院
院
長

　
李

　
基

　
東
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そ
れ
を
忘
れ
ず
に
生
き
る
人
間
が
君
子
で
あ
り
、
忘
れ
て
い
き
る
人

間
が
小
人
で
あ
る
。

〈
正
し
い
生
き
方
〉
全
て
一
つ　

⇒

　

愛　

⇒

　

仁　

⇒

　

永
生　

　

⇒

　

幸
福　

⇒
　

真
の
人　

⇒

君
子

〈
間
違
っ
た
生
き
方
〉
各
々
他
人⇒

　

戦　

⇒

　

慾
心　

⇒

　

死
滅

　

⇒

　

不
幸　

⇒
　

禽
獣　

⇒

小
人

　

今
、
人
々
は
正
し
い
生
き
方
を
忘
れ
間
違
っ
た
生
き
方
を
し
つ
つ

あ
る
。
個
人
は
個
人
ど
う
し
、
国
家
は
国
家
ど
う
し
、
慾
心
を
満
た

そ
う
と
争
っ
て
ば
か
り
だ
。
人
間
が
正
し
い
生
き
方
を
回
復
し
互
い

に
愛
し
あ
う
時
、
地
球
は
生
き
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
過
去
の
西
洋

の
勢
い
に
押
さ
れ
て
沈
滞
し
て
い
た
孔
子
の
仁
の
思
想
が
、
今
や
前

面
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
均
館
大
学
校
と
東
日
本
国
際
大
学

は
、
孔
子
の
仁
の
思
想
を
持
っ
て
社
会
を
救
済
す
る
こ
と
の
先
頭
に

立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
な
っ
た
。

当日の会場の様子
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東
日
本
国
際
大
学
学
長
の
吉
村
作
治
で
す
。
エ
ジ
プ
ト
考
古
学
専

門
で
す
。
本
年
四
月
一
日
よ
り
現
職
に
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
朝
の
孔
子
祭
の
神
事
と
緑
川
理
事
長

の
ご
挨
拶
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。私
は
六
〇
歳
に
な
っ
た
時
、

何
か
日
本
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
と
二
つ
の
こ
と
を
や
ろ
う
と
決
め
ま

し
た
。
ひ
と
つ
は
日
本
の
祭
り
の
ア
ー
カ
イ
ブ
で
、も
う
ひ
と
つ
は
、

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
日
本
で
の
普
及
で
す
。
何
故
エ
ジ
プ
ト
考
古
学
者

が
日
本
の
祭
り
を
す
る
の
か
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
実
は
日
本

の
祭
り
の
起
源
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
で
し
た
。
今
か
ら
五
〇
〇
〇

年
も
遡
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
祭
り
に
は
、
ご
神

体
、
本
宮
、
神
輿
、
神
楽
、
相
撲
、
綱
引
き
等
の
祭
り
の
余
興
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
以
上
は
、
本
日
の
演
題
と
関
係
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

述
べ
ま
せ
ん
が
、
別
に
改
め
て
こ
の
話
は
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
普
及
で
す
が
、
今
や
世
界
の
高
等
教
育
で

は
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
常
識
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
で

は
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
為
、
二
〇
〇
七
年
に
サ
イ
バ
ー
大
学

と
い
う
完
全
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
大
学
を
作
り
ま

し
た
。
少
し
時
期
が
早
か
っ
た
せ
い
か
、
大
成
功
と
は
い
き
ま
せ
ん

が
、
今
も
大
学
は
続
い
て
お
り
ま
す
。
私
は
二
〇
一
一
年
で
い
ろ
い

ろ
な
事
情
か
ら
学
長
を
辞
め
ま
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一
二
年
に
本
学

の
理
事
長
緑
川
浩
司
先
生
と
出
会
い
、
本
学
に
お
世
話
に
な
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
歳
は
取
っ
て
い
ま
す
が
、本
学
で
は
新
参
者
で
す
。

　

本
学
、
そ
う
で
す
、「
ひ
が
し
に
ほ
ん
こ
く
さ
い
だ
い
が
く
」
と

お
っ
し
ゃ
る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、H

igashi N
ippon 

International U
niversity 

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
必
ず
「
に
っ

ぽ
ん
」
と
発
音
し
て
く
だ
さ
い
。

　

話
を
も
と
に
戻
し
ま
す
と
、
学
校
法
人
昌
平
黌
は
二
〇
一
三
年
に

創
立
一
一
〇
年
を
迎
え
、
二
〇
二
三
年
に
創
立
一
二
〇
周
年
を
迎
え

ま
す
。
来
年
は
短
大
が
五
〇
周
年
、
大
学
が
二
〇
周
年
で
す
。
と
て

も
長
い
、
恐
ら
く
日
本
で
も
年
月
の
長
さ
か
ら
も
一
〇
指
に
入
る
名

門
大
学
で
す
。
し
か
も
儒
学
を
建
学
の
精
神
と
し
て
い
る
大
学
と
し

て
は
、
日
本
で
も
唯
一
の
大
学
で
す
。

記
念
講
演
②　

創
立
一
二
〇
周
年
に
向
け
て
東
日
本
国
際
大
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

東
日
本
国
際
大
学
学
長

　
吉

　
村

　
作

　
治
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さ
て
、
本
日
の
孔
子
祭
第
二
部
の
ご
挨
拶
の
田
久
昌
次
郎
学
長
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
地
球
の
歴
史
の
お
話
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
で
す

し
、
そ
の
後
の
講
演
１
の
イ
・
キ
ド
ン
先
生
の
儒
学
、
儒
教
の
お
話

も
大
変
素
晴
ら
し
く
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
「
仁
」
の
話
は
今

ま
で
の
「
仁
」
の
解
説
の
ど
れ
よ
り
も
わ
か
り
易
か
っ
た
で
す
。
私

も
こ
の
後
、「
仁
」
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
改
革
の
第
一
歩
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
学
部
名
を

二
学
部
と
も
変
え
る
こ
と
が
最
近
文
科
省
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
ま
し

た
。
経
済
情
報
学
部
を
経
済
経
営
学
部
へ
、
福
祉
環
境
学
部
を
健
康

福
祉
学
部
へ
で
す
。
理
由
は
、
ま
ず
、
本
学
で
考
え
て
い
る
内
容
が

現
在
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
も
の
だ
と
、
入
学
希
望
者
に

わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
そ
の
点
、
現
在
の
学
部
名
で
あ
る
経

済
情
報
学
部
も
福
祉
環
境
学
部
も
「N
O

」
で
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
経
済
情
報
学
部
で
す
が
、
経
済
理
論
は
大
切
で
す
が
、
そ

れ
が
主
で
あ
る
時
代
は
終
わ
り
、
今
は
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
社
会
に
お

け
る
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
経
営
学
の
時
代
で
す
。
ま
た
、

情
報
で
す
が
、
そ
れ
に
は
二
つ
あ
っ
て
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
で
す
。

本
学
は
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
、
ハ
ー
ド
、
技
術
面
の
教
科
が
多
い
の

で
、
今
さ
ら
情
報
と
い
う
名
は
い
ら
な
い
と
考
え
た
た
め
で
す
。

　

福
祉
環
境
学
部
は
普
通
、環
境
学
と
い
う
自
然
環
境
や
人
間
環
境
、

そ
し
て
そ
の
関
わ
り
合
い
を
学
ぶ
も
の
な
ん
で
す
が
、
本
学
は
主
に

福
祉
の
環
境
、
す
な
わ
ち
器
具
や
設
備
を
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ

は
福
祉
と
い
う
体
系
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
福
祉
を
考

え
る
前
提
に
本
来
健
康
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
健

康
福
祉
学
部
と
名
称
を
変
え
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
直
近
に
は
、
今
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
授
与
学
士
名
な
ど

に
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
改
革
と
い
う
よ
り
、
創
世
な
の

で
す
。「
そ
う
せ
い
」と
い
い
ま
し
て
も
、今
の
政
府
が
言
っ
て
い
る
、

生
ま
れ
る
の
「
生
」
で
は
な
く
、世
界
を
創
る
と
い
う
意
味
の
「
世
」

で
す
。
こ
れ
を
手
始
め
に
見
違
え
る
よ
う
な
大
学
へ
変
わ
る
つ
も
り

で
す
。
私
が
理
事
長
に
「
一
二
〇
周
年
ま
で
に
は
、
大
学
ラ
ン
キ
ン

グ
一
〇
〇
位
以
内
に
入
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
」
と
申
し
ま
し
た
ら
、

「
目
標
が
低
す
ぎ
る
、
日
本
一
に
な
る
く
ら
い
の
気
概
が
な
く
て
は

だ
め
だ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
創
立
一
二
〇
周

年
に
向
け
て
い
く
つ
か
の
提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ん

と
力
を
合
わ
せ
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
学
校
法
人
昌
平
黌
に
は
、
現
在
、
幼
稚
園
、
中
学
校
、
高

等
学
校
、
短
期
大
学
、
四
年
制
大
学
と
あ
り
ま
す
。
教
育
の
一
貫
性

と
い
う
点
で
は
、
小
学
校
と
大
学
院
の
設
立
も
ひ
と
つ
の
課
題
で
す

が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
置
い
て
お
い
て
、
四
年
制
大
学
に
つ
い
て
お

話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

さ
て
本
学
が
世
界
に
、
日
本
に
、
い
や
、
い
わ
き
市
に
存
在
す
る

こ
と
、
ま
た
存
在
す
る
意
味
に
つ
い
て
も
一
二
〇
周
年
を
迎
え
る
に

あ
た
っ
て
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
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い
っ
た
理
念
や
哲
学
の
こ
と
を
考
え
る
の
も
大
切
で
す
が
、
本
学
が

一
二
〇
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
ど
う
変
わ
る
べ
き
か
に
つ
い
て

具
体
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

ま
ず
、改
革
の
要
点
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
的
に
六
つ
あ
げ
て
み
ま
す
。

　
　

１
．
就
職
率
一
〇
〇
％
の
次
は
就
職
質
の
向
上
を
考
え
る

　
　

２
．
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
の
育
成

　
　

３
．
地
域
貢
献
に
徹
す
る

　
　

４
．
ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
の
振
興
を
計
る

　
　

５
．
本
学
に
関
わ
る
人
の
意
識
改
革

　
　

６
．
人
間
力
の
さ
ら
な
る
向
上
を
計
る

で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
何
が
問
題
で
ど
う
変
え
て
い
く
か
を

述
べ
て
い
き
ま
す
。

１
．
就
職
質
の
向
上

　

ま
ず
、
本
学
は
就
職
率
一
〇
〇
％
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
卒

業
生
た
ち
は
公
務
員
、
教
員
、
一
流
企
業
へ
と
就
職
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
も
う
ひ
と
ふ
ん
ば
り
し
て
、
就
職
質
の
向
上
を
計
り
た
い
の

で
す
。
勿
論
公
務
員
に
な
る
と
か
、
国
連
や
ユ
ネ
ス
コ
な
ど
公
的
機

関
の
仕
事
に
つ
く
と
か
、
教
育
関
係
の
仕
事
、
金
融
業
を
始
め
、
い

わ
ゆ
る
優
良
企
業
に
入
る
こ
と
も
、
質
の
向
上
で
す
が
、
一
流
企
業

の
中
に
は
労
働
条
件
が
悪
い
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
も
あ
り
ま
す
の
で
、
気

を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
仕
事
を
す
る
と
い
う
本

来
の
意
味
を
し
っ
か
り
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
給
料

が
高
く
、休
暇
が
と
り
易
い
、保
養
施
設
が
完
備
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

た
労
働
条
件
の
良
さ
も
大
切
で
す
が
、
自
分
が
こ
の
会
社
で
何
を
や

り
た
い
か
、
何
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
て
、
会
社
選

び
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
は
「
こ
の
会
社
が
自
分
が

や
り
た
い
こ
と
が
出
来
る
か
」
を
考
え
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

　

即
ち
、
会
社
選
び
の
コ
ツ
は
、
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
行
く
、
行
っ

た
企
業
が
卒
業
生
を
大
切
に
扱
っ
て
く
れ
る
、
そ
し
て
定
年
ま
で
い

る
こ
と
が
出
来
る
等
、質
の
確
保
を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
為
に
は
、

い
わ
き
市
の
企
業
と
情
報
交
換
を
行
い
な
が
ら
、
必
要
な
人
材
を
示

し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
本
学
の
教
育
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
が
第
一

で
す
。
ま
た
、
学
生
が
就
職
希
望
の
企
業
に
積
極
的
に
入
社
出
来
る

よ
う
に
、
資
格
を
取
得
し
て
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を

行
い
、
企
業
か
ら
要
望
さ
れ
る
人
材
に
な
れ
る
よ
う
、
資
格
取
得
支

援
講
座
を
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
用
意
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
後
も
そ

う
い
っ
た
科
目
を
増
や
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
ま
た
キ
ャ
リ
ア
セ

ン
タ
ー
の
他
に
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
強
化
し
資
格
取
得

支
援
に
力
を
入
れ
ま
す
。
特
に
公
務
員
、
教
員
に
な
る
学
生
の
支
援

体
制
も
向
上
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
。
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こ
の
こ
と
が
「
入
り
」
即
ち
、
本
学
を
選
ぶ
立
場
の
高
校
側
の
本

学
へ
の
魅
力
と
な
り
、
本
学
入
学
希
望
者
も
増
え
ま
す
し
、
現
在
の

学
生
諸
君
も
自
信
を
持
っ
て
自
分
の
出
身
高
校
の
後
輩
に
胸
を
張
っ

て
本
学
入
学
を
す
す
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

い
わ
き
に
生
ま
れ
た
人
は
、
小
・
中
・
高
・
大
と
い
わ
き
で
教
育

を
受
け
、
い
わ
き
の
企
業
に
就
職
し
、
そ
こ
か
ら
世
界
へ
飛
び
出
す

グ
ロ
ー
カ
ル
人
財
に
な
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
こ
そ
教
育
現
場
と
就
業

現
場
が
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
関
係
に
な
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
う

い
っ
た
努
力
が
外
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
い
わ
き
市
内
の
高
校

の
本
学
へ
の
評
価
が
高
く
な
り
、
入
学
希
望
者
が
増
え
る
こ
と
に
結

び
つ
く
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
上
に
、
昌
平
高
校
か
ら
も
今
以
上
の
入

学
希
望
者
が
増
え
る
こ
と
と
確
信
い
た
し
ま
す
。

　

今
の
大
学
入
学
希
望
者
の
最
大
の
関
心
事
は
大
学
卒
業
後
の
就
職

先
で
、
そ
こ
が
安
心
且
つ
安
全
な
、
そ
し
て
希
望
を
叶
え
て
く
れ
る

と
こ
ろ
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
現
在
の
就
職
環
境
の

好
調
さ
は
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
で
は
な
い
の
で
安
心
し
す
ぎ
な
い

よ
う
に
、
学
生
へ
の
指
導
を
強
化
す
る
つ
も
り
で
す
。

２
．
グ
ロ
ー
カ
ル
人
財
の
育
成

　

本
学
は
国
際
と
い
う
名
の
つ
い
た
大
学
で
す
。
そ
の
名
の
通
り
、

国
外
か
ら
の
留
学
生
は
日
本
で
も
有
数
を
誇
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

日
本
人
学
生
の
国
外
留
学
が
今
一
つ
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
そ
の
為
、

平
成
二
十
八
年
度
、
二
十
九
年
度
に
行
わ
れ
る
予
定
の
「
福
島
浜
通

り
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
参
加
し
た
り
、「
グ
ロ
ー

バ
ル
人
財
検
定
」
の
導
入
、
グ
ロ
ー
カ
ル
人
財
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ

の
参
加
な
ど
制
度
を
利
用
し
た
り
、
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し

た
り
、
本
学
の
仕
組
み
を
整
備
し
ま
す
。
そ
し
て
、
本
学
学
生
の
海

外
へ
の
留
学
願
望
の
意
識
を
高
め
る
つ
も
り
で
す
。

　

グ
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
言
葉
は
聞
き
な
れ
な
い
の
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル

を
言
い
間
違
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
が
、
実
は
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
合
わ
せ
た
日
本
に
し
か

通
用
し
な
い
造
語
で
す
。
意
味
は
、ロ
ー
カ
ル
な
気
概
を
持
ち
、ロ
ー

カ
ル
で
活
動
し
て
い
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
識
と
実
力
を
持
っ
て

い
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　

グ
ロ
ー
カ
ル
人
財
と
一
言
で
言
い
ま
す
が
、
英
語
が
出
来
る
だ
け

で
は
ダ
メ
で
す
。
グ
ロ
ー
カ
ル
人
財
と
は
、
各
国
各
地
域
の
歴
史
、

文
化
、
風
習
、
宗
教
、
芸
術
、
技
術
な
ど
社
会
的
な
観
点
か
ら
理
解

し
、
そ
の
国
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
相
互
交
流
が
計
れ
、
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
が
上
手
に
出
来
る
人
材
な
の
で
す
。
そ
の
為
、
ま
ず
既
存
の

学
部
で
そ
の
よ
う
な
人
材
を
育
て
る
と
と
も
に
、
創
立
一
二
〇
周
年

ま
で
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
専
門
の
学
部
を
設
立
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
わ
き
市
で
生
ま
れ
、
い
わ
き
市
で
グ

ロ
ー
カ
ル
人
財
育
成
の
教
育
を
受
け
、
い
わ
き
市
の
企
業
に
勤
め
た

人
財
が
、
世
界
に
羽
ば
た
く
と
い
う
の
が
、
本
学
の
理
想
と
す
る
も
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の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
、学
生
に
世
界
を
見
て
も
ら
え
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
教
員
が
海
外
の
調
査
を
行
う
と
き
、
連
れ
て
行
く
方
法
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
二
〇
一
四
年
九
月
に
本
学
内
に
創
っ
た
、
エ

ジ
プ
ト
考
古
学
研
究
所
は
、
そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
も
の
で

す
。
同
研
究
所
が
早
稲
田
大
学
エ
ジ
プ
ト
学
研
究
所
と
共
同
で
行
っ

て
い
る
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
調
査
隊
（
隊
長　

本
学
学
長
吉
村
作
治
教

授
）
は
、
文
部
科
学
省
の
科
学
研
究
費
を
受
け
て
お
り
、
本
学
の
学

生
も
準
隊
員
と
し
て
参
加
で
き
ま
す
。
ま
た
同
じ
く
エ
ジ
プ
ト
で

行
っ
て
い
る
「
太
陽
の
船
復
原
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
太
陽
の

船
復
原
研
究
所
と
共
同
調
査（
隊
長　

黒
河
内
宏
昌
本
学
客
員
教
授
）

を
行
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
科
学
研
究
費
に
採
択
さ
れ
て
い
て
、
本
学

学
生
も
準
隊
員
と
し
て
参
加
出
来
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
費
用
は
調
査

隊
持
ち
で
す（
ア
ル
バ
イ
ト
で
は
な
い
の
で
、ギ
ャ
ラ
は
出
ま
せ
ん
）。

こ
う
し
た
海
外
調
査
を
す
る
研
究
所
が
増
え
、
多
く
の
学
生
が
参
加

出
来
る
よ
う
に
な
る
の
が
理
想
的
で
す
の
で
、
本
学
教
員
に
頑
張
っ

て
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
す
。

３
．
地
域
貢
献

　

い
わ
き
市
に
存
在
す
る
本
学
は
、
い
わ
き
市
民
及
び
い
わ
き
市
内

の
企
業
に
教
育
、
文
化
、
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
等
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
な
ど
で
地
域
貢
献
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
い
わ
き
市
の
企
業
の
一
〇
％
以
上
が

後
継
者
不
足
に
悩
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
教
育
上
、
す
な
わ
ち
人

材
育
成
の
面
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
為
、

学
内
に
地
域
振
興
戦
略
研
究
所
を
設
立
し
、
学
内
学
外
か
ら
研
究
員

を
つ
の
り
、
現
在
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
持
つ
べ
き
か
を
研
究
会
な

ど
を
開
き
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
ぴ
あ
主
催
の
Ｐ
Ｉ
Ｔ
劇
場
が
い
わ
き
駅
近

く
に
出
来
る
の
で
、
そ
こ
で
の
活
動
に
本
学
学
生
が
参
加
す
る
こ
と

か
ら
始
め
、
い
わ
き
市
の
支
所
や
町
村
に
出
向
き
、
地
域
の
ニ
ー
ズ

を
調
査
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
本
年
の
鎌
山
祭
り
に
は
、
江

名
町
の
ブ
ー
ス
も
出
品
し
、
特
産
物
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
地
域

社
会
と
密
接
な
関
係
を
築
く
こ
と
で
、
本
学
の
卒
業
生
の
受
け
入
れ

も
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
、
ま
た
い
わ
き
市
及
び
そ
の
周
辺
の
町
村
の

活
性
化
に
も
役
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
、
若
者
の
地
域
か
ら
の
流
出
を

食
い
止
め
、
こ
の
地
域
発
展
の
も
と
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
、「
出
」
の
戦
略
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

４
． 

ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
振
興

　

本
学
は
幸
い
に
も
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
で
国
体
へ
出
場
し
た
り
、
全

日
本
選
手
権
に
出
ら
れ
る
種
目
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
芸
術
も

吹
奏
楽
団
が
国
レ
ベ
ル
の
水
準
に
達
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
関
わ

る
学
生
が
心
置
き
な
く
安
心
し
て
ス
ポ
ー
ツ
や
芸
術
に
力
を
入
れ
ら
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れ
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
行
事
を
考
え
る
時
が
来
ま
し
た
。
ス

ポ
ー
ツ
、
芸
術
系
の
学
生
は
試
合
や
演
奏
会
、
発
表
会
で
や
む
な
く

授
業
を
休
ま
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
出
欠
は
公
欠
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一
応
救
済
は
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
学
習
の
本

来
の
形
を
考
え
ま
す
と
、
授
業
を
受
け
な
い
こ
と
は
学
生
に
と
っ
て

あ
る
意
味
損
失
と
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
防
ぐ
方
法
は
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ダ
ブ
ル

フ
ェ
イ
ス
型
授
業
で
す
。
対
面
授
業
は
行
な
わ
れ
て
い
て
、
通
常
、

学
生
は
出
席
し
て
い
ま
す
が
、
試
合
や
演
奏
会
で
や
む
な
く
欠
席
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
合
宿
所
や
家
や
大
学
の
自
習
室
で
ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
に
よ
る
授
業
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術
系
の
学
生
は
学
習
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
こ
と
で
の

不
利
益
は
な
く
な
り
、
ひ
い
て
は
欠
席
ゼ
ロ
の
大
学
へ
の
道
を
進
む

こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

５
．
本
学
に
関
わ
る
人
の
意
識
改
革

　

本
学
を
良
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
構
成
要
素
の
改
革
で

す
。
本
学
の
構
成
要
素
と
は
ま
ず
、
学
生
で
す
。
次
に
教
員
と
法
人

職
員
、
そ
し
て
校
舎
と
続
く
わ
け
で
す
。
学
生
か
ら
話
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
学
生
は
、
入
学
当
初
、
学
力
や
人
間
力
、
ス
ポ
ー
ツ
力
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
面
で
バ
ラ
つ
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い

の
で
す
。
大
学
と
し
ま
し
て
は
、
こ
の
バ
ラ
つ
き
を
少
し
で
も
是
正

し
、
よ
り
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
、
卒
業
後
社
会
人
と
し
て
や
っ
て

い
け
る
よ
う
に
育
成
す
る
わ
け
で
す
。

　

ま
ず
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
入
学
者
全
員
に
高
校
の
初
歩
の
英

語
と
国
語
等
の
試
験
を
し
、
そ
の
レ
ベ
ル
を
み
ま
す
。
そ
の
レ
ベ
ル

が
標
準
以
下
の
学
生
は
、
入
学
後
、
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
を
必
須
と
し
、

半
年
間
で
高
校
卒
業
程
度
の
学
力
ま
で
到
達
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ

れ
を
前
提
に
教
養
や
論
語
、
ゼ
ミ
や
専
門
へ
と
学
び
を
行
っ
て
い
っ

て
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
整
備
し
、
卒
業
後
社

会
で
即
役
に
立
つ
実
践
的
な
学
生
に
育
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

　

孔
子
様
の
「
性
相
近
く
、
習
い
相
遠
し
」（
生
ま
れ
つ
き
は
皆
そ

う
変
わ
ら
な
く
て
も
、
そ
の
後
の
学
習
の
仕
方
で
大
き
く
人
は
変
わ

る
も
の
だ
）
の
思
想
を
実
行
し
ま
す
。

　

次
に
教
員
で
す
。
本
学
の
教
員
は
そ
れ
な
り
の
学
校
歴
を
持
ち
、

教
育
歴
や
社
会
で
の
経
験
歴
も
お
持
ち
の
立
派
な
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
ど
う
も
研
究
の
面
で
の
活
動
が
不
足
の
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
勿
論
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
、
教
え
る
科
目
が
多
く
、
研
究
に
割

く
時
間
が
少
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ

は
本
末
転
倒
で
す
。

　

と
言
い
ま
す
の
は
、
大
学
教
員
は
教
員
免
状
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
教
員
と
し
て
の
資
格
は
研
究
業
績
で
す
。
で
す
か
ら
、
研
究
を
し

な
い
大
学
教
員
は
本
来
不
必
要
な
の
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
大
学

に
い
て
は
研
究
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
な
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る
べ
く
早
い
時
期
に
「
大
学
年
報
」
に
教
員
個
人
が
前
年
度
ど
の
よ

う
な
研
究
実
績
を
あ
げ
た
か
を
自
己
申
告
し
て
頂
き
、
大
学
側
が
そ

の
方
が
本
学
の
教
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
を
判
定
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
研
究
に
は
資
金
が
必
要
で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
本
学
は

私
立
大
学
で
す
か
ら
、
個
人
研
究
費
で
そ
の
方
の
研
究
資
金
を
全
て

ま
か
な
う
ほ
ど
裕
福
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
文
部
科
学
省
の

科
学
研
究
費
や
そ
の
他
財
団
の
研
究
費
助
成
金
を
取
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
競
争
的
研
究
資
金
の
外
部
調
達
で
す
。

少
な
く
と
も
科
学
研
究
費
は
必
ず
各
人
申
請
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
請
に
よ
っ
て
ご
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
の
再
確
認
が
行
な
わ
れ
ま
す

し
、
将
来
像
も
見
え
て
き
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
の
達
成
の
た
め
、
今
、
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
再
検
討
と
整
備
を
行
い
ま
す
。

　

次
に
法
人
職
員
に
つ
い
て
で
す
。
幸
い
な
こ
と
に
本
学
の
職
員
の

方
は
優
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
で
満
足
し
停
滞
す
る
の
で
は
な

く
、
一
歩
で
も
二
歩
で
も
学
校
法
人
昌
平
黌
が
前
進
、
発
展
す
る
よ

う
に
自
分
の
仕
事
の
確
認
と
仕
事
の
発
進
力
の
強
化
に
つ
と
め
て
下

さ
い
。
法
人
役
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
で
十
分
で
す
が
、
学
校
法

人
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
よ
き
施
策
を
行
っ
て
下
さ
い
。今
、

文
部
科
学
省
は
法
人
幹
部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
を

期
待
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
現
在
日
本
に
存
在
し
て
い
る
七
〇
〇
校

を
こ
え
る
大
学
が
、
こ
の
ま
ま
少
子
化
傾
向
に
あ
る
我
が
国
で
全
て

生
き
延
び
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
生
き
延
び
る
た
め
に
は
、
学
生
、

教
員
、
職
員
が
一
体
と
な
っ
て
力
を
合
わ
せ
て
い
か
な
い
と
駄
目
で

す
。

　

そ
し
て
、
校
舎
施
設
の
件
で
す
が
、
こ
の
件
は
経
営
上
の
問
題
が

あ
り
ま
す
の
で
、
私
の
口
か
ら
ど
う
の
こ
う
の
と
言
う
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。し
か
し
近
々
二
号
館
が
建
て
替
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。

新
一
号
館
は
理
想
的
な
建
物
で
、
特
に
女
子
ト
イ
レ
は
パ
ウ
ダ
ー

ル
ー
ム
も
付
き
、
着
替
え
の
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
き
っ
と
こ
れ

か
ら
も
施
設
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
共
に
整
備
が
行
な
わ
れ
、
学
び

易
い
環
境
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
や
エ
ク
ス

テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
も
学
生
諸
君
が
立
ち
寄
り
易
く
、
ま
た
立
ち

寄
り
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
に
し
て
い
き
ま
す
。
本
学
は
私
立
大
学

で
す
か
ら
、
財
政
的
に
も
必
ず
し
も
恵
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在

幼
稚
園
を
含
め
て
環
境
整
備
は
着
々
と
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
間

は
必
ず
し
も
外
形
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
見
た

目
も
大
切
で
す
。
そ
れ
が
理
由
で
入
学
者
が
増
え
た
例
も
あ
り
ま
す

の
で
、
法
人
と
し
て
よ
く
考
え
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
、
学
生
、
教
員
、
法
人
職
員
の
意
識
改
革
が
少
し
で
も
早
く

行
わ
れ
れ
ば
、
日
本
一
へ
の
大
学
へ
の
道
は
開
か
れ
ま
す
。
本
学
の

理
想
は
普
通
の
子
を
大
変
出
来
る
子
に
し
て
世
に
送
り
出
す
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
理
想
は
「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
を
教
育

し
、
人
々
に
は
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
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今
は
な
い
小
学
校
や
大
学
院
の
創
設
も
視
野
に
入
れ
る
努
力
を
し
て

い
ま
す
。

６
．
人
間
力

　

最
後
に
大
学
の
建
学
の
精
神
「
儒
学
」
の
影
響
が
行
き
わ
た
る
こ

と
に
よ
り
学
生
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
力
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
理
想
に
は
、
終
点
が
あ
り
ま
せ
ん
。
儒
学
の
真
髄
「
仁
」

の
理
解
に
は
時
間
と
力
が
必
要
で
す
。
孔
子
さ
ま
は
言
い
ま
し
た
。

「
人
に
し
て
仁
な
ら
ず
ん
ば
、
礼
を
如
何
せ
ん
。
人
に
し
て
仁
な
ら

ず
ば
楽
を
如
何
せ
ん
」（
人
間
と
し
て
仁
を
失
っ
た
と
し
た
ら
、
礼

は
ど
う
な
る
の
か
、
人
間
と
し
て
仁
を
失
っ
た
ら
楽
を
ど
う
す
る
の

か
。
思
い
や
り
な
く
し
て
は
約
束
を
守
っ
た
り
、
芸
術
や
人
生
を
楽

し
ん
だ
り
し
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。）

「
仁
」
と
い
う
意
味
は
広
く
そ
し
て
深
い
た
め
、
明
確
に
把
握
し
て

い
る
人
は
多
く
な
い
で
す
。
仁
と
い
う
字
は
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

が
複
数
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
の
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
人
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
多
く
持
つ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
と
人

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
て
ば
、
お
の
ず
と
人
を
思
い
や
っ
た

り
、
妥
協
し
た
り
、
従
っ
た
り
、
主
張
し
た
り
、
け
ん
か
に
な
っ
た

り
し
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
く
う
ち
に
人
は
丸
く

な
り
、
人
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
「
仁
」
と
い
う

の
だ
と
思
い
ま
す
。
綱
の
目
は
四
つ
し
か
足
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
足
が
無
限
に
な
れ
ば
面
を
形
成
し
、
強
固
な
絆
を
作
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。
本
学
は
そ
う
し
た
状
態
を
学
生
同
士
、
学
生
と
教
員
、
教

員
と
職
員
、
そ
し
て
大
学
と
い
わ
き
市
と
そ
の
周
辺
の
人
々
と
広
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
人
間
力
養
成
の
目
的
は
礼
儀

正
し
い
人
間
を
作
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
中
か
ら
他
人
を
思

う
人
、
そ
れ
を
実
行
す
る
人
を
育
成
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
を

私
は
心
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
と
名
付
け
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
機
」と
い
う
言
葉
で
す
。「
機
」と
は
き
っ
か
け
と
か
機
会
、

即
ち
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
生
か

す
と
い
う
の
が
、人
生
の
内
、と
て
も
重
要
に
な
る
の
で
す
。し
か
し
、

凡
人
に
は
チ
ャ
ン
ス
が
見
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
チ
ャ
ン
ス
の
対
語
に

ピ
ン
チ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
ピ
ン
チ
と
は
苦
境
で
す
。
し
か
も

ピ
ン
チ
は
誰
に
で
も
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
凡
人
は
ピ

ン
チ
に
陥
り
ま
す
と
、
め
げ
た
り
、
投
げ
や
り
に
な
っ
た
り
、
し
ま

い
に
は
逃
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
ピ
ン
チ
こ
そ
チ
ャ
ン
ス

が
埋
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
」
と

い
う
諺
に
な
る
の
で
す
。
本
学
も
幾
多
の
ピ
ン
チ
に
襲
わ
れ
た
と
聞

き
ま
す
。
し
か
し
、そ
れ
を
全
て
乗
り
越
え
て
今
日
が
あ
る
の
で
す
。

本
学
学
校
法
人
昌
平
黌
理
事
長
の
緑
川
浩
司
先
生
曰
く
、「
ピ
ン
チ

は
チ
ャ
ン
ス
だ
！
」
と
い
う
の
が
あ
る
よ
う
に
、
今
こ
そ
本
学
の
ピ

ン
チ
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
い
将
来
、
本
学
が
日
本
一



98

研究　東洋

に
輝
く
と
し
た
ら
、
今
の
ピ
ン
チ
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

７
． 

追
記

　

中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
化
会
の
中
で
は
、
現
在
の
大
学
の
改
革

を
次
の
二
点
に
絞
っ
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、「
大
学
の

国
際
通
用
性
」
で
す
。
即
ち
大
学
に
お
け
る
人
材
育
成
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
対
応
の
教
育
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
心

は
学
位
が
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
に
沿
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
産
業
界
が
望
む
人
材
の
育
成
で
す
。
そ
の
為
本

学
で
は
遅
ま
き
な
が
ら
、
い
わ
き
市
を
中
心
と
し
て
い
る
企
業
に
必

要
な
人
材
像
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

産
学
一
体
化
の
試
み
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
と
昨
今
の

大
学
改
革
の
流
れ
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
何
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
か
が
曖
昧
で
、
総
じ
て
学
長
権
限
の
肥
大
化

が
多
く
、
大
学
の
経
営
母
体
で
あ
る
、
学
校
法
人
の
理
事
長
権
限
が

低
下
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
学
は
法
人

の
長
、
理
事
長
の
権
限
は
、
大
学
経
営
、
教
育
関
係
に
於
い
て
も
抜

群
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
面
の
文
部
科
学
省
の
指
摘
は
当
た
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
理
事
長
、
学
長
共
に
孤
立
的
な
権
限
集
中
で
な
く
、
補

佐
体
制
も
整
備
し
つ
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
経
営
の
体
制
は
揺
る
ぎ
な

い
も
の
で
す
。

　

以
上
は
、
二
〇
二
三
年
の
創
立
一
二
〇
周
年
ま
で
の
七
年
間
に
や

る
べ
き
改
革
の
一
部
で
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
進
め
て
い
く
と
派
生

的
に
新
し
い
困
難
や
展
望
が
現
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
コ
ツ
コ

ツ
と
ク
リ
ア
し
て
い
き
な
が
ら
、
来
る
べ
き
一
二
〇
周
年
を
迎
え
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
も
七
十
二
歳
に
な
り
ま
し
た
が
、
物
理
的
な
年
数
で
な
く
、
精

神
的
な
年
数
に
置
き
か
え
て
、
改
革
に
向
き
合
お
う
と
考
え
て
い
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※ 

尚
、
本
講
演
録
は
講
演
時
一
〇
分
間
の
時
間
削
減
に
よ
り
、
講
演

中
に
話
せ
な
か
っ
た
分
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
、
講
演
中
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
や
ジ
ョ
ー
ク
は
削
除
し
て
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。
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イ
ス
ラ
ム
教
の
天
国
と
地
獄

■
論
文
Ⅰ
■

　
　
〈
要
旨
〉

　
　

 　

日
本
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
い
や
、
誤
解

以
前
に
、
理
解
さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
理
解
し
よ
う
と
考
え
る

人
も
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
無
関
心
な

状
況
の
中
で
、
悲
惨
な
事
件
だ
け
が
突
出
し
て
ニ
ュ
ー
ス
と
な

る
。
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
残
虐
だ
と
か
、
時
代
遅
れ
で
あ

る
と
さ
れ
て
、
日
本
人
の
心
の
中
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
を
真
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
本
稿
で

は
無
理
だ
と
思
う
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
本
質
を
少
し
で
も
日
本

人
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
毛
嫌
い
状
態
か
ら
の
脱
却
を
図

り
た
い
。

　
　

 　

人
間
は
普
通
、
死
を
恐
れ
る
。
死
ね
ば
何
も
考
え
な
い
が
、

死
に
至
る
ま
で
、
む
し
ろ
死
と
は
遠
く
離
れ
た
状
態
に
い
る
と

き
の
ほ
う
が
死
の
恐
怖
を
深
く
厳
し
く
想
う
。
よ
っ
て
、
本
稿

で
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
経
典
コ
ー
ラ
ン
の
中
か
ら
、
人
の
生
誕
か

ら
死
に
至
る
過
程
を
通
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
天
国
と
地
獄

を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い

る
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
限
ら
ず
、宗
教
で
は
天
国
と
地
獄
を
考
え
、

そ
れ
ら
を
意
識
す
る
こ
と
で
教
義
を
成
立
さ
せ
て
い
る
た
め
、

敢
え
て
イ
ス
ラ
ム
教
の
天
国
と
地
獄
を
取
り
上
げ
た
。

１
．
宗
教
に
つ
い
て

「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
答
え
が

あ
る
と
思
う
が
、
一
番
端
的
な
答
え
は
「
死
の
恐
怖
を
取
り
除
く
人

間
の
知
恵
」と
い
う
も
の
だ
。
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
説
明
は「
人

間
は
一
度
死
ぬ
が
、
生
前
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
け
れ
ば
必
ず
来
世

で
生
ま
れ
変
わ
っ
て
復
活
す
る
」
と
い
う
も
の
だ
。

　

こ
れ
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
が
今
か
ら
五
〇
〇
〇
年
前
に
考
え
出
し

東
日
本
国
際
大
学
学
長　

吉
　
村

　
作

　
治
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た
理
論
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
死
後
の
世
界
―
来
世
―
を
設
定
し
、

来
世
の
住
民
は
神
で
あ
り
、
そ
こ
へ
善
人
は
仲
間
と
し
て
入
る
こ
と

が
で
き
、
永
遠
に
来
世
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

一
年
に
一
回
現
世
に
戻
り
、
残
し
て
き
た
子
孫
や
配
偶
者
に
会
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
場
所
を
墓
と
決
め
た
の
も
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
で

あ
る
。

　

人
が
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
生
き
る
こ
と
の
終
焉
で
あ
る
。
で
は
生

き
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
形
を
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
想
定
し
て
い

た
の
か
と
い
う
と
、「
肉
体
と
精
神
が
合
体
し
て
い
る
状
態
」
を
「
生
」

と
し
、「
肉
体
と
精
神
が
分
離
す
る
こ
と
」
を
「
死
」
と
し
た
。
こ

れ
は
科
学
的
と
い
う
よ
り
論
理
的
に
分
か
り
易
い
。
こ
う
し
た
人
間

の
「
生
」「
死
」
の
前
提
が
、
中
近
東
、
ア
フ
リ
カ
に
は
五
〇
〇
〇

年
に
わ
た
っ
て
人
々
の
心
の
根
底
に
あ
っ
た
。

　

と
い
う
の
は
、古
代
エ
ジ
プ
ト
に
反
発
し
て
興
き
た
ユ
ダ
ヤ
教
も
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
腐
敗
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
キ
リ
ス
ト
教
も
、
キ
リ

ス
ト
教
を
批
判
し
て
興
き
た
イ
ス
ラ
ム
教
も
す
べ
て
こ
の
思
想
―
三

位
一
体
と
い
う
理
論
―
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
三
位
と
は
肉
体
と

精
神
の
う
ち
の
こ
の
世
に
残
っ
て
肉
体
を
守
る
霊
と
あ
の
世
に
行
っ

て
永
遠
に
生
き
る
魂
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
自
分
と
、
神
で
あ

る
エ
ホ
バ
と
自
分
の
精
霊
は
同
じ
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
の
中
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
興
き
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ

ス
ト
教
と
比
べ
る
と
、
一
番
後
発
と
い
う
か
一
番
新
し
い
存
在
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
、
天
国
と
地
獄
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
一
神
教
と
多
神

教
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、一
神
教
の
起
源
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
、モ
ー
セ
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
た
ヤ
ー
ウ
ェ
と
い
う
神
一
つ
を
信
仰
の
対
象
と
し
た
も

の
で
、
続
く
キ
リ
ス
ト
教
は
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
エ
ホ
バ

を
神
と
し
て
敬
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
七
世
紀
に
興
き
た
イ

ス
ラ
ム
教
は
、
ア
ッ
ラ
ー
を
唯
一
神
と
認
め
、
そ
の
預
言
者
に
ム
ハ

ン
マ
ド
を
認
め
た
。

　

し
か
し
、
一
神
教
は
神
を
一
つ
し
か
認
め
な
い
と
い
う
よ
り
、
こ

の
世
に
神
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
信
仰
し

な
さ
い
と
い
う
の
が
一
神
教
で
、
そ
の
た
め
に
新
旧
の
聖
書
と
か

コ
ー
ラ
ン
が
こ
の
信
仰
の
指
南
書
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
代

エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
と
か
日
本
の
神
道
は
、
自
然
を
以
て
神
と
し
て
崇

め
る
た
め
、
経
典
的
な
も
の
は
な
い
。

２
．
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て

　

イ
ス
ラ
ム
教
と
は
、
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
を
信
仰
し
、
コ
ー
ラ
ン
に

書
か
れ
た
事
項
を
守
っ
て
生
き
て
い
け
ば
幸
せ
な
現
世
と
来
世
が
約

束
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
真
髄
は
、「
ラ
ー
、イ
ラ
ー
ハ
、

イ
ッ
ラ
ッ
ラ
ー
、
ム
ハ
ン
マ
ド
ゥ
ン
、
ラ
ス
ー
ル
ッ
ラ
ー
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
訳
す
と
「
神
は
唯
一
に
し
て
、親
も
な
く
子
も
な
い
。
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そ
の
言
葉
を
伝
え
て
く
れ
る
の
は
ム
ハ
ン
マ
ド
だ
け
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
一
神
教
の
極
致
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
。

　

も
と
も
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
、
イ
ッ
サ
ラ
ー
ム
（
心
の
平
安
）
を

表
し
、「
人
々
の
幸
せ
は
心
の
平
穏
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
得

る
た
め
に
は
、
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
の
言
う
通
り
に
生
き
よ
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
イ
ッ
サ
ラ
ー
ム
の
精
神
を
唱
え
始
め
た
の
は
ム

ハ
ン
マ
ド
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
聞
き
取
る
こ
と

の
で
き
る
の
は
ム
ハ
ン
マ
ド
だ
け
で
、
そ
の
神
の
言
葉
を
著
し
た
の

が
「
コ
ー
ラ
ン
」
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、「
コ
ー
ラ
ン
」
と
は
「
カ
ラ
ア
（
＝
読
め
）」
と
い
う

語
か
ら
来
て
い
る
の
で
、「
コ
ー
ラ
ン
」
は
見
て
い
る
だ
け
で
は
駄

目
で
、
声
に
出
し
て
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
編
で

は
、
こ
の
コ
ー
ラ
ン
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
中
か
ら
天
国
と

地
獄
に
つ
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
読
み
解
こ
う
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
コ
ー
ラ
ン
は
一
一
四
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
上
に
、

ム
ハ
ン
マ
ド
の
人
生
を
追
っ
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
発
し
た
言
葉
を
年

代
順
に
並
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
前
後
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
の
で
、

必
ず
し
も
全
て
を
網
羅
し
て
い
な
い
こ
と
を
ご
了
承
い
た
だ
き
た

い
。

３
．
六
信
五
行
に
つ
い
て

　

イ
ス
ラ
ム
教
と
は
前
述
の
よ
う
に
人
の
心
を
平
穏
に
す
る
た
め
の

宗
教
で
あ
る
。
現
在
の
Ｉ
Ｓ
の
よ
う
に
、
過
激
な
活
動
を
し
て
イ
ス

ラ
ム
教
を
標
榜
し
て
い
る
団
体
は
イ
ス
ラ
ム
教
を
名
乗
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
以
下
、
ム
ス
リ
ム
と
称
す
）
は
コ
ー

ラ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
絶
対
神
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
守
り
、

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
信
じ
、
美
し
い
来
世
に
行
く
こ
と
を
生
涯
の

目
標
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
ム
ス
リ
ム
は
六
信
と
五
行
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
六
信
と
は
、
１
．
ア
ッ
ラ
ー
、
２
．
天
使
（
マ
ラ
カ
）、
３
．

啓
典
（
キ
タ
ー
ブ
）、４
．
預
言
者
（
ナ
ー
ビ
ー
）、５
．
来
世
（
ア
ー

ヒ
ラ
）、６
．
天
命
（
カ
ダ
ル
）
を
信
じ
る
こ
と
で
、五
行
と
は
、１
．

信
仰
告
白
（
シ
ャ
ハ
ー
ダ
）、
２
．
礼
拝
（
サ
ラ
ー
ト
）、
３
．
喜
捨

（
ザ
カ
ー
ト
）、
４
．
断
食
（
サ
ウ
ム
）、
５
．
巡
礼
（
ハ
ッ
ジ
）
を

行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
簡
単
に
書
く

こ
と
に
す
る
。

４
．
六
信

（
１
）
ア
ッ
ラ
ー
（
神
）

　

過
去
・
現
在
・
未
来
を
通
じ
て
永
遠
に
存
在
す
る
唯
一
絶
対
神
を

ア
ッ
ラ
ー
と
言
い
、
親
も
な
く
、
子
も
な
い
万
物
の
創
造
神
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
の
審
判
の
主
宰
者
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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（
２
）
天
使
（
マ
ラ
ー
カ
）

　

天
使
と
は
ア
ッ
ラ
ー
が
太
陽
の
光
か
ら
創
造
し
た
霊
的
な
存
在

で
、
ア
ッ
ラ
ー
と
預
言
者
の
中
間
的
な
存
在
、
す
な
わ
ち
ア
ッ
ラ
ー

の
啓
示
を
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
伝
え
る
役
目
を
持
つ
者
で
、
ア
ッ

ラ
ー
の
言
葉
を
、
預
言
者
を
通
し
て
人
々
に
伝
え
る
存
在
で
あ
る
。

（
３
）
啓
典
（
キ
タ
ー
ブ
）

　

ム
ス
リ
ム
が
信
仰
す
る
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
収
め
た
コ
ー
ラ
ン
だ

け
を
啓
典
と
す
る
の
で
は
な
く
、
神
が
預
言
者
を
通
し
て
人
々
に
下

し
た
天
啓
の
書
を
す
べ
て
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
約
聖
書
、

新
約
聖
書
も
コ
ー
ラ
ン
と
も
ど
も
啓
典
と
考
え
て
い
る
。

（
４
）
預
言
者
（
ナ
ー
ビ
ー
）

　

啓
典
を
コ
ー
ラ
ン
だ
け
と
認
め
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
、
預
言

者
も
ム
ハ
ン
マ
ド
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
コ
ー
ラ
ン
の

中
に
は
二
十
八
人
の
預
言
者
が
示
さ
れ
て
い
る

1

が
、
中
で
も
重
要

な
人
は
ア
ダ
ム
、
ノ
ア
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
モ
ー
セ
、
イ
エ
ス
、
そ
し

て
ム
ハ
ン
マ
ド
の
六
人
で
あ
る
。

（
５
）
来
世
（
ア
ー
ヒ
ラ
）

　

人
々
は
現
世
の
命
が
終
わ
る
と
、
最
後
の
審
判
を
経
て
、
天
国
か

地
獄
へ
行
き
永
遠
の
生
を
受
け
る
。
現
世
で
善
行
を
積
ん
だ
人
々
は

天
国
へ
行
き
、現
世
で
の
欲
望
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

現
世
で
悪
行
を
行
っ
た
者
は
、
火
で
焼
か
れ
る
地
獄
へ
落
ち
、
永
遠

に
責
め
ら
れ
る
。

（
６
）
天
命
（
カ
ダ
ル
）

　

イ
ス
ラ
ム
教
で
は
人
の
現
世
で
の
行
為
に
よ
っ
て
善
行
を
積
ん
だ

者
は
天
国
へ
、
悪
行
を
行
っ
た
者
は
地
獄
へ
行
く
。
そ
の
た
め
に
最

後
の
審
判
が
死
後
行
わ
れ
る
と
い
う
教
え
が
あ
る
一
方
、
人
の
一
生

は
神
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
天
命
思
想
が

あ
る
。一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
こ
の
考
え
方
の
解
釈
は
、

善
行
を
積
む
、
悪
行
に
走
る
こ
と
す
ら
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い

る
と
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
伝
承
集
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
中
で
預
言
者
自

身
が
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
後
に
イ
ス
ラ
ム
法
学
者
は

こ
の
天
命
論
の
解
釈
で
議
論
が
多
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
が
、ム
ス
リ
ム
が
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

次
の
五
行
を
行
わ
な
い
と
そ
の
信
仰
は
本
物
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

５
．
五
行

（
１
）
信
仰
告
白
（
シ
ャ
ハ
ー
ダ
）

　
「
ア
ッ
ラ
ー
の
他
に
神
は
な
く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
ア
ッ
ラ
ー
の
使

徒
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
（
カ
リ
マ
）
を
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
カ
リ
マ
は
一
日
五
回
行
う
礼
拝
の
度
に
唱
え
る
。
こ
の
こ
と
で
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わ
か
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
預
言
者
を
神
格
化
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
が
他
の
一
神
教
と
違
う
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
る

所
以
で
あ
る
。

（
２
）
礼
拝
（
サ
ラ
ー
ト
）

　

神
へ
の
服
従
と
感
謝
を
形
に
し
た
も
の
が
礼
拝
で
あ
る
。夜
明
け
、

正
午
、
午
後
、
日
没
、
夜
半
の
一
日
五
回
、
必
ず
決
め
ら
れ
た
作
法

で
メ
ッ
カ
の
方
角
に
向
か
っ
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
喜
捨
（
ザ
カ
ー
ト
）

　

財
産
に
準
じ
た
額
を
喜
捨
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
は
自
発
的
に
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
六
三
〇
年

に
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
制
度
化
し
た
。
そ
の
額
は
、
通
貨
、
家
畜
、

果
実
、
穀
物
、
商
品
な
ど
に
よ
っ
て
別
々
に
割
合
が
定
め
ら
れ
て
い

て
、
政
府
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
。
一
種
の
税
で
、
貧
民
を
救
う
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
使
い
途
が
①
貧
し
い
巡
礼
者
、
②
托
鉢
、
③

借
金
を
返
済
で
き
な
い
者
、
④
乞
食
、
⑤
貧
し
い
旅
行
者
、
⑥
新
改

宗
者
の
援
助
の
た
め
と
明
確
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
、
制
度
と
し
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
別
に
、

自
発
的
な
喜
捨
（
サ
ダ
カ
）
も
あ
り
、
こ
れ
は
任
意
で
各
個
人
が
行

う
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
断
食
（
サ
ウ
ム
）

　

日
本
で
は
こ
の
断
食
は
有
名
で
あ
る
が
、
断
食
を
行
う
月
、
ラ
マ

ダ
ン
の
こ
と
を
断
食
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
多
い
の
が
残
念
で
あ

る
。
断
食
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
サ
ウ
ム
と
い
う
。
こ
の
サ
ウ
ム
は
日

の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
、
食
事
だ
け
で
な
く
水
を
飲
む
こ
と
も
禁

ず
る
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
本
当
は
食
事
、
水
以
外
で
も
全

て
の
人
間
の
欲
望
を
絶
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ

ム
教
が
出
た
後
、
旧
世
界
に
入
っ
て
き
た
煙
草
を
吸
う
こ
と
も
禁
じ

て
い
る
。
他
の
宗
教
で
は
聖
職
者
が
修
行
の
た
め
に
断
食
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、一
般
の
信
徒
に
ま
で
断
食
を
強
制
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
５
）
巡
礼
（
ハ
ッ
ジ
）（
図
１
、２
）

　

イ
ス
ラ
ム
暦
十
二
月
（
ズ
ー
・
ア
ル
＝
ヒ
ッ
ジ
ャ
）
の
八
日
か
ら

10
日
に
か
け
て
、
メ
ッ
カ
の
カ
ー
バ
神
殿
に
お
参
り
を
す
る
行
を
い

う
。
メ
ッ
カ
の
カ
ー
バ
神
殿
は
、「
人
間
の
生
き
て
い
る
こ
と
の
祝

福
を
受
け
る
た
め
の
場
所
」
と
コ
ー
ラ
ン
第
三
章
に
書
か
れ
て
い
る

た
め

2

、
ム
ス
リ
ム
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
巡
礼
を
生
き
る
目
標
と
し
て

お
り
、
一
生
に
一
度
は
少
な
く
と
も
こ
の
巡
礼
を
行
う
こ
と
が
大
切

な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
は
二
〇
〇
万
人
程
度
の
ム
ス
リ
ム
が
こ
の
時
期
に
殺
到
す
る

た
め

3

、
事
故
も
起
き
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
メ
ッ
カ
で
死
ぬ

こ
と
は
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
至
福
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
巡
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図１　メッカのカーバ神殿

図３　 パピルスに描かれた、古代エジプトの『最後の審判』の様子

図２　巡礼の様子
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礼
は
大
巡
礼
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
他
の
月
の
メ
ッ
カ
参
り
は
小
巡

礼
（
ウ
ム
ラ
）
と
呼
ば
れ
、
大
巡
礼
を
行
え
な
い
者
が
す
る
と
い
い

と
さ
れ
て
い
る
。
大
巡
礼
の
希
望
者
が
多
い
の
で
、
各
国
に
そ
の
数

が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

６
．
最
後
の
審
判
（
図
３
）

　

人
が
現
世
で
の
死
を

迎
え
る
と
ど
う
な
る

か
。
そ
れ
が
分
か
ら
な

い
た
め
に
人
々
は
不
安

に
な
り
、
こ
の
世
の
生

き
か
た
を
見
失
う
の

だ
。
そ
の
た
め
、
古
代

エ
ジ
プ
ト
人
は
死
後

の
世
界
を
明
確
に
し
、

人
々
の
死
に
対
す
る
不

安
を
無
く
し
た
。
そ
れ

が
来
世
で
あ
る
。

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は

来
世
は
二
つ
あ
る
。
す

な
わ
ち
現
世
で
悪
い
こ

と
を
し
な
か
っ
た
人
が

行
く
『
天
国
』（
図
４
）

と
、
悪
い
こ
と
を
し
た

人
が
行
く
『
地
獄
』
で

あ
る
。
た
だ
し
、
古
代

エ
ジ
プ
ト
で
は
地
獄
は
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図４　 古代エジプトの天国（イアル野）を描いた壁画

■論文

火
の
海
で
、現
世
で
悪
い
こ
と
を
し
た
人
が
落
ち
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

地
獄
の
火
に
焼
か
れ
て
し
ま
う
と
は
言
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
詳

細
に
つ
い
て
は
書
い
て
い
な
い
。

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
を
否
定
し
、
一
神
教
を
唱
え
た
ユ
ダ
ヤ
教

も
、
ほ
と
ん
ど
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
の
こ
と
を
否
定
し
た
が
、

こ
の
最
後
の
審
判
と
天
国
・
地
獄
の
思
想
は
受
け
継
い
だ
。
続
く
キ

リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
改
革
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
。
イ
エ
ス

は
志
半
ば
に
し
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
最
後
の
審
判
と
天
国
・

地
獄
の
存
在
は
継
承
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・

キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
は
認
め
、
細
部
に
わ
た
っ
て
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
考
え
た
教
義
で
あ
っ
た
が
、最
後
の
審
判
と
天
国
・

地
獄
の
思
想
は
継
承
し
た
。
た
だ
、
後
述
す
る
が
、
最
後
の
審
判
の

日
を
終
末
思
想
に
置
き
換
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
他
の
宗
教
と
違
う
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
ず
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
最
後
の
審
判
を
コ
ー
ラ
ン
で
は
ど
の

よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、「
す
べ
て
の
人
が
、
そ

れ
ぞ
れ
行
な
っ
た
善
事
と
、
そ
の
行
な
っ
た
悪
事
と
を
、
ま
の
あ
た

り
に
見
る
日
。（
三
田
了
一
訳
一
九
七
三
：
五
六
）」
と
あ
る
。

　　

そ
し
て
そ
の
日
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
っ
て
三
組
の
人
に
分
け
ら
れ
る

4

。

一
つ
目
は
先
頭
組
と
名
付
け
ら
れ
、
特
に
優
れ
た
神
の
使
徒
と
な
る

人
た
ち
。
二
つ
目
は
右
組
と
言
っ
て
善
行
を
積
ん
だ
使
徒
た
ち
。
そ

し
て
三
つ
目
は
左
組
と
言
わ
れ
、
悪
事
を
行
っ
て
き
た
不
信
心
な
人

た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
組
の
人
た
ち
の
前
二
組
は
天
国
へ
行

き
、
後
の
一
組
は
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
最
後
の
審
判
が
行
わ
れ
る
日
は
、

「
定
め
の
時
」
と
さ
れ
、
現
世
に
終
わ
り
が
来
る
日
の
こ
と
を
言
っ
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て
い
る
。
他
の
三
つ
の
宗
教
（
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
、ユ
ダ
ヤ
教
、

キ
リ
ス
ト
教
）
で
は
最
後
の
審
判
は
個
々
人
が
、
そ
の
死
を
迎
え
た

後
、
一
定
の
日
数
を
経
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
場
合
は
、
現
世
自
体
が
終
わ
る
日
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
個
々
人
は
死
後
そ
の
日
が
来
る
ま
で
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し

て
待
機
す
る
の
か
の
記
述
は
コ
ー
ラ
ン
に
は
な
い
も
の
の
、
コ
ー
ラ

ン
に
は
、
ア
ッ
ラ
ー
が
天
と
地
と
そ
の
間
に
あ
る
全
て
の
も
の
を
創

造
さ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
全
て
の
も
の
を
終
わ
ら
せ
る
と
書
か
れ

て
い
る

5

。
そ
し
て
、
そ
の
日
は
い
つ
か
と
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に

問
う
て
も
「
ア
ッ
ラ
ー
の
み
が
ご
存
知
の
こ
と
と
答
え
る
の
み
で
あ

る
。
そ
う
い
う
日
が
到
来
す
る
こ
と
を
警
告
す
る
こ
と
が
預
言
者
の

や
る
こ
と
だ
」6

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

７
．
天
国
と
地
獄

　

イ
ス
ラ
ム
教
で
は
天
国
へ
行
け
る
組
は
二
つ
、先
頭
組
と
右
組
で
、

両
者
と
も
現
世
で
善
行
を
積
ん
だ
人
た
ち
が
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
左
組
は
地
獄
行
き
と
な
る
の
だ
が
、
天
国
と
地
獄
は
ど
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
の
先
頭
組
は
「
ア
ッ
ラ
ー
の
玉
座
近
く
に
召
さ
れ
、
金
糸

ま
ば
ゆ
い
椅
子
の
上
に
て
自
由
気
ま
ま
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
、
い

く
ら
飲
ん
で
も
悪
酔
い
し
な
い
お
酒
を
飲
め
、
な
ん
で
も
好
き
な
も

の
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
生
活
を
永
遠
に
送
れ
る
。
ま
た
、
く
だ

ら
な
い
馬
鹿
話
や
、
罪
作
り
な
話
を
聞
か
な
い
で
済
み
、
耳
に
入
る

言
葉
は
「
平
安
あ
れ
」
の
一
言
で
あ
る
」
と
あ
る

7

。

　

そ
し
て
次
の
右
組
は
、
緑
鮮
や
か
な
木
の
下
に
住
み
、
若
い
処
女

妻
が
付
き
添
い
、
食
べ
物
、
飲
み
物
に
不
自
由
の
な
い
楽
し
い
日
々

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る

8

。
そ
し
て
、
左
組
は
食
べ
る
も

の
も
制
限
さ
れ
、
ザ
ッ
ク
ー
ム
の
木
の
実

9

の
よ
う
な
粗
末
な
食
べ

物
し
か
与
え
ら
れ
ず
、飲
み
物
と
言
え
ば
熱
湯
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
繰
り
返
し
火
で
焼
か
れ
る
。
そ
れ
を
永
遠
に
繰
り
返
し
て
生

き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
10

。

　

こ
の
よ
う
に
、コ
ー
ラ
ン
に
は
天
国
と
地
獄
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
、

誰
で
も
分
か
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、「
現
世
は

過
ぎ
行
く
も
の
で
、
現
世
で
の
地
位
や
名
誉
な
ん
て
い
う
も
の
は
は

し
た
な
い
も
の
で
、
来
世
こ
そ
人
が
生
き
て
い
く
世
の
中
な
の
で
、

現
世
で
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
し
て
も
気
に
か
け
る
こ
と
な
く
善
行

に
励
み
な
さ
い
」
と
い
う
考
え
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。

　

そ
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
第
五
十
七
章
十
五
節
か
ら

二
十
節
に
か
け
て
詳
細
に
描
か
れ
、
そ
し
て
最
後
に
、「
ま
こ
と
に

こ
の
世
の
生
活
は
、
む
な
し
い
欺
瞞
の
享
楽
に
す
ぎ
ぬ
」
と
結
ん
で

い
る
（
三
田
了
一
訳
一
九
七
三
：
六
〇
四
―
六
〇
六
）。
ま
た
、
別

の
箇
所
で
は
、
来
世
に
つ
い
て
、『
満
々
と
水
を
た
た
え
た
川
が
無

数
に
流
れ
、
中
に
は
乳
の
川
、
美
酒
の
川
も
あ
り
、
食
べ
物
は
ど
こ

で
も
手
に
入
る
』
11

と
あ
る
。
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一
方
、
地
獄
は
と
言
う
と
、
と
も
か
く
熱
く
、
苦
し
く
、
水
を
飲

み
た
く
と
も
す
べ
て
熱
湯
し
か
な
い
。
ど
う
し
て
現
世
で
名
声
を
保

ち
贅
沢
三
昧
し
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
と
想
い
苦
し
み
な
が
ら
永

遠
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
も
な
く
ト
ゲ
だ
ら
け
の

木
の
下
に
布
一
枚
で
寝
る
し
か
な
い
状
態
で
ど
う
や
っ
て
生
き
続
け

れ
ば
い
い
の
だ
と
嘆
い
て
も
少
し
も
良
い
状
態
に
な
ら
な
い
（
三
田

了
一
訳
一
九
七
三
：
五
九
九
―
六
〇
〇
）。

　

コ
ー
ラ
ン
に
描
か
れ
た
天
国
と
地
獄
は
、
誰
で
も
が
容
易
に
想
像

で
き
る
光
景
が
特
徴
で
、
ほ
か
の
三
宗
教
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
、

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
比
べ
る
と
分
か
り
や
す
い
。

８
．
小
結

　

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
天
国
と
地
獄

は
、
聞
い
た
人
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
趣
旨
を
大
き
く
ま
と
め
る
と
、
１
．
現
世
で
の
状
態
は
気
に

す
る
な
。
大
金
持
ち
で
も
貧
乏
で
も
、
高
い
地
位
に
つ
い
て
い
よ
う

が
い
ま
い
が
、
有
名
で
あ
ろ
う
が
無
名
で
あ
ろ
う
が
来
る
べ
き
来
世

で
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
。
２
．
現
世
で
ど
ん
な
状

態
で
あ
っ
て
も
悪
行
を
行
っ
た
ら
最
後
の
審
判
で
は
ど
う
隠
そ
う
と

も
ア
ッ
ラ
ー
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
一
直
線
で
地
獄
に
落
ち
、
そ

れ
か
ら
永
遠
に
地
獄
で
苦
し
む
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
二
つ
が
コ
ー

ラ
ン
で
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
イ
ス
ラ
ム
教
が
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
は
大
半
が
砂

漠
で
、食
べ
る
も
の
に
も
飲
み
水
に
も
苦
し
ん
で
い
た
土
地
で
あ
る
。

そ
こ
で
苦
し
み
な
が
ら
生
き
続
け
る
た
め
に
は
死
後
の
楽
し
み
が
な

け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。

　

特
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
出
た
時
代
と
言
え
ば
、
食
べ
る
も
の
、
飲

む
水
も
日
々
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
ら
の
力
の
み
を
使
っ
て
そ
れ

ら
を
確
保
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
生
き
る
目
標
が
必
要
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
本
質
で
あ
っ
て
、
今
の
時
代
の
よ

う
な
、
何
も
か
も
誰
で
も
手
に
入
れ
ら
れ
る
時
代
に
は
必
ず
し
も
適

合
し
な
い
思
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
主
要
参
考
文
献
〉
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マ
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ケ
テ
ィ
ン
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九
九
五
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イ
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ラ
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教
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ラ
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最
終
啓
示
』、
学
研

片
倉
も
と
こ
編　

二
〇
〇
二
：『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
事
典
』、
明
石
書
店

小
滝
透　

一
九
九
八
：『
ム
ハ
ン
マ
ド　

神
の
声
を
伝
え
た
男
』、
春
秋
社

小 

室
直
樹　

二
〇
〇
二
：『
日
本
人
の
た
め
の
イ
ス
ラ
ム
言
論
』、
集
英
社

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

鈴 
木
規
夫　

一
九
九
八
：『
日
本
人
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
何
か
』、

ち
く
ま
新
書

竹 

下
政
孝　

一
九
九
九
：「
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
天
使
・
悪
魔
・
妖
鬼
」『
中

東
協
力
セ
ン
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
』、
pp
１
―
5
．
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竹 
下
政
孝　

二
〇
〇
七
：「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
地
獄
の
表
象
」『
中
東

協
力
セ
ン
タ
ー
ニ
ュ
ー
ス
』、
pp
58
―
62
．

日
本
イ
ス
ラ
ム
協
会
編　

二
〇
〇
二
：『
新
イ
ス
ラ
ム
事
典
』、
平
凡
社

水 

谷
周　

二
〇
一
〇
：『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
点
―
カ
ア
バ
神
殿
』、
図
書
刊

行
会

水
谷
周　

二
〇
一
〇
：『
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
と
ア
ッ
ラ
ー
』、
知
泉
書
館

三 

田
了
一
訳
・
注
解　

一
九
七
三
：『
聖
ク
ラ
ー
ン
』、
日
本
ム
ス
リ
ム
協

会
吉 

村
作
治　

一
九
八
三
：『
日
本
人
の
知
ら
な
い
コ
ー
ラ
ン
の
奇
蹟
』、リ
ュ

ウ
ブ
ッ
ク
ス

吉 

村
作
治　

一
九
九
一
：『
聖
戦
の
教
典
コ
ー
ラ
ン
の
秘
密
―
中
東
の
明

日
を
左
右
す
る
ア
ラ
ブ
の
大
義
と
は
』、
Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

〈
注
〉

1  

コ
ー
ラ
ン
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
預
言
者
は
、
ア
ダ
ム
を
は
じ
め
と
し

て
、ノ
ア
、ア
ブ
ラ
ハ
ム
、イ
サ
ク
、ロ
ト
、ヨ
セ
フ
、モ
ー
セ
、ダ
ヴ
ィ

デ
、
ソ
ロ
モ
ン
、
ザ
カ
リ
ヤ
、（
洗
礼
者
）
ヨ
ハ
ネ
、
イ
エ
ス
な
ど
の

聖
書
的
人
物
や
、
ア
ー
ド
族
、
サ
ム
ー
ド
族
、
ミ
デ
ヤ
ン
族
に
そ
れ

ぞ
れ
遣
わ
さ
れ
た
フ
ー
ド
、
サ
ー
リ
フ
、
シ
ュ
ア
イ
ブ
な
ど
で
あ
る
。

2  『
ま
こ
と
に
人
類
の
た
め
に
最
初
に
建
立
さ
れ
た
家
は
、バ
ッ
カ（
メ
ッ

カ
の
古
代
の
名
と
さ
れ
て
い
る
）
の
そ
れ
で
、
諸
民
族
へ
の
祝
福
で

あ
り
導
き
で
あ
る
』（
三
田
了
一
訳
一
九
七
三
：
六
五
）
と
記
述
さ
れ

て
い
る
。

3  

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
中
央
情
報
統
計
局
に
よ
る
と
、
二
〇
一
五

年
：
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
四
三
六
年
の
メ
ッ
カ
巡
礼
者
総
数
は
一
、

九
八
〇
、二
四
九
人
に
達
し
、
そ
の
内
一
、三
七
九
、五
三
一
人
が
国
外

か
ら
、
そ
し
て
残
り
の
六
〇
〇
、七
一
八
人
が
国
内
か
ら
で
あ
り
、
巡

礼
者
の
大
多
数
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
以
外
の
居
住
者
で
あ
る
と
発
表

し
た
。
そ
し
て
同
局
は
声
明
で
、
今
年
の
巡
礼
者
数
の
合
計
は
昨
年

一
四
三
五
年
と
比
較
し
て
37
・
４
％
の
減
少
を
記
録
し
た
と
明
ら
か

に
し
た
。

4  『
そ
の
と
き
な
ん
じ
ら
は
、
三
つ
の
組
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
右
手

の
仲
間
で
あ
る
、
右
手
の
仲
間
は
な
ん
と
幸
福
な
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
左
手
の
仲
間
、
左
手
の
仲
間
は
な
ん
と
情
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
先
頭
に
立
つ
者
は
、
楽
園
に
お
い
て
も
先
頭
者
で
、
こ
れ

ら
の
者
は
、ア
ル
ラ
ー
の
側
近
者
で
あ
り
、至
福
の
楽
園
の
中
に
住
む
』

（
三
田
了
一
訳
一
九
七
三
：
五
九
八
）

5  『
な
ん
じ
ら
は
ア
ル
ラ
ー
が
、
い
か
に
原
始
の
創
造
を
な
さ
れ
、
そ

れ
か
ら
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
も
う
か
を
見
な
い
の
か
。
そ
れ
は
ア
ル

ラ
ー
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。』（
三
田
了
一
訳

一
九
七
三
：
四
二
四
）

6  『
か
れ
ら
は
時
に
つ
い
て
、
な
ん
じ
に
「
そ
れ
が
到
来
す
る
の
は
、
い

つ
の
日
か
」
と
問
う
。
何
ん
で
な
ん
じ
が
、
そ
れ
を
告
げ
ら
れ
よ
う

か
。
そ
の
終
末
の
知
識
は
、
な
ん
じ
の
主
に
あ
る
の
み
。
な
ん
じ
は
、
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そ
れ
を
恐
れ
る
者
へ
の
、
一
警
告
者
に
す
ぎ
ぬ
。』（
三
田
了
一
訳

一
九
七
三
：
六
六
八
）

7  『（
か
れ
ら
は
金
銀
宝
玉
を
）
ち
り
ば
め
た
寝
床
の
上
に
、向
か
い
合
っ

て
そ
れ
に
よ
り
か
か
る
。
永
遠
の
（
清
新
を
保
つ
）
少
年
た
ち
が
、

か
れ
ら
の
間
を
巡
り
、
台
付
の
杯
や
水
差
し
、
清
浄
な
飲
物
の
満
た

さ
れ
た
コ
ッ
プ
を
さ
さ
げ
る
。
か
れ
ら
は
、
そ
れ
で
あ
と
障
り
を
残

さ
ず
、
泥
酔
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
果
実
は
、
か
れ
ら
の
選
ぶ
に

ま
か
せ
、
種
々
の
鳥
の
肉
は
、
か
れ
ら
の
好
み
の
ま
ま
、
大
き
い
輝

や
く
ま
な
ざ
し
の
、
美
し
い
配
偶
、
ち
ょ
う
ど
秘
蔵
の
真
珠
の
よ
う
。

か
れ
ら
が
行
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
報
奨
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
無

益
の
話
を
聞
く
こ
と
も
な
く
、
ま
た
罪
つ
く
り
の
汚
れ
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
だ
「
平
安
あ
れ
・
平
安
あ
れ
」
と
、
言
う
の
を
聞
く
の
み
。』

（
三
田
了
一
訳
一
九
七
三
：
五
九
八
―
五
九
九
）

8  『
右
手
の
仲
間
、
右
手
の
仲
間
は
な
ん
と
な
ろ
う
。
か
れ
ら
は
と
げ
の

な
い
シ
ド
ラ
の
木
の
た
だ
中
の
、
バ
ナ
ナ
が
累
々
と
実
り
、
影
が
長

く
伸
び
る
中
に
、
水
は
絶
え
ま
な
く
流
れ
、
豊
か
な
果
物
は
、
と
絶

え
る
こ
と
な
く
、
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
高
く
上
げ
ら
れ
た
位

階
の
座
に
つ
く
。
ま
こ
と
に
わ
れ
は
、
か
れ
ら
の
配
偶
を
特
別
に
つ

く
り
、
か
れ
ら
を
永
遠
に
汚
れ
の
な
い
無
垢
に
つ
く
っ
た
、
い
と
し

い
、
同
じ
年
配
の
者
、
こ
れ
ら
は
右
手
の
仲
間
の
た
め
で
あ
る
。』（
三

田
了
一
訳
一
九
七
三
：
五
九
九
）

9  

地
獄
に
生
え
る
木
の
名
称
で
、コ
ー
ラ
ン
に
は
『
ま
こ
と
に
ザ
ッ
ク
ー

ム
の
木
こ
そ
は
、
罪
あ
る
者
の
糧
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
溶
け
た
銅
の

よ
う
に
、熱
湯
が
た
ぎ
り
か
え
る
よ
う
に
、胃
袋
の
中
で
沸
騰
し
よ
う
』

（
三
田
了
一
訳
一
九
七
三
：
五
四
九
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

10  『
左
手
の
仲
間
、
左
手
の
仲
間
は
な
ん
と
な
ろ
う
。
か
れ
ら
は
焼
け
こ

が
す
よ
う
な
風
と
、
た
ぎ
る
湯
の
中
、
涼
し
く
も
な
く
、
さ
わ
や
か

で
も
な
い
黒
煙
の
影
の
中
に
い
る
。（
中
略
）
き
っ
と
、
な
ん
じ
ら

は
ザ
ッ
ク
ー
ム
の
木
の
実
を
食
べ
、
そ
れ
で
腹
は
一
杯
。
そ
の
上
た

ぎ
る
湯
を
、
の
ど
の
か
わ
い
た
ラ
ク
ダ
が
飲
む
よ
う
に
飲
む
。
こ
れ

が
報
復
の
日
に
お
け
る
、
か
れ
ら
の
待
遇
で
あ
る
。』（
三
田
了
一
訳

一
九
七
三
：
五
九
九
―
六
〇
〇
）

11  『
主
を
畏
れ
る
者
に
、
約
束
さ
れ
て
い
る
楽
園
の
一
つ
の
比
ゆ
が
あ

る
。
そ
こ
に
は
濁
る
こ
と
の
な
い
、流
れ
る
川
、味
の
変
ら
ぬ
乳
の
川
、

飲
む
者
に
快
い
酒
の
川
、
純
良
な
蜜
の
川
が
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
果
物
と
、
主
か
ら
の
お
許
し
を
賜
わ
る
。』（
三
田
了
一
訳

一
九
七
三
：
五
六
二
）
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死
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ　

　
　
　
　
　

― 

西
洋
に
お
け
る
「
死
と
私
」
の
変
遷
を
め
ぐ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
研
究 

―

　
　
〈
要
旨
〉

　
　

 　

西
洋
の
歴
史
は
「
死
と
私
」
の
関
係
性
か
ら
理
解
出
来
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
は
他
者
と
の
出
会
い
、
も
し
く
は
人
生
の

苦
悩
や
死
の
意
味
を
考
え
、
人
生
に
対
す
る
責
任
を
自
覚
し
、

使
命
を
持
っ
た
自
分
自
身
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
で
育
ま
れ
る

対
象
へ
の
愛
の
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
西
洋
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

に
対
し
て
、
仏
教
で
は
自
己
同
一
性
（identity

）
が
曖
昧
で
、

状
況
に
よ
っ
て
否
定
も
肯
定
も
さ
れ
る
。
東
洋
と
西
洋
の
慈
悲

と
愛
の
考
え
方
と
表
現
の
仕
方
の
違
い
を
理
解
し
て
い
く
こ
と

が
、
こ
れ
か
ら
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
研
究
に
と
っ
て
重
要
で
あ

る
。

　
　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
、
ホ
ス
ピ
ス
、
死
生
学
、
慈
悲
、
仏
教

１
．
な
ぜ
死
を
論
じ
る
の
か

　

本
論
の
目
的
を
簡
潔
に
述
べ
た
い
。
そ
れ
は
死
の
文
明
と
し
て
の

現
代
を
問
い
直
し
、
東
洋
思
想
の
視
座
を
現
代
に
展
開
し
て
い
く
た

め
の
土
台
と
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
西
洋
に
お
け
る
「
死
と
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
」
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
は
一
般
に
は
「
お
も
て
な
し
」
や
「
歓
待
」

と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
学
術
的
な
定
義
と
し

て
は「
主
人
と
客
人
が
同
一
の
立
場
に
立
っ
て
互
い
に
遇
す
る
こ
と
」

（
服
部
：
二
〇
〇
四
）、「
異
種
の
要
素
を
内
包
し
て
い
る
人
間
同
士

の
出
会
い
の
な
か
で
起
こ
る
ふ
れ
あ
い
行
動
で
あ
り
、
発
展
的
人
間

関
係
を
想
像
す
る
行
為
」（
古
閑
：
二
〇
〇
三
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、hospitality

の
語
源
に
ま
で
遡
る
と
、hotis

（
味
方
と
し
て

の
余
所
者
）
とpotis

（
可
能
な
、
能
力
の
あ
る
）
と
い
う
ラ
テ
ン

語
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
の
言
葉
の
原
義
に
主
客
未
分
、
相
互
尊
重

■
論
文
Ⅱ
■

北
海
道
大
学
大
学
院 

国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
・
観
光
学
院
博
士
課
程

　
三

　
浦

　
健

　
一
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と
い
っ
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
う

し
た
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
異
人
歓
待
、
よ
そ
者
と
の
饗
応
と

い
っ
た
営
み
に
つ
い
て
は
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
ら
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

洋
の
東
西
を
越
え
て
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

突
然
に
訪
れ
る
全
く
の
他
者
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
、
自
ら
と
同
じ

よ
う
に
尊
重
し
、
そ
の
要
求
を
運
命
と
し
て
受
容
し
な
が
ら
、
力
の

限
り
に
お
い
て
励
ま
し
、
喜
ば
せ
る
。
歓
待
に
お
け
る
他
者
は
道
化

と
し
て
秩
序
を
か
き
乱
す
か
と
思
え
ば
、
神
と
し
て
啓
示
を
与
え
て

去
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
場
面
に
お
い
て
も
真

実
の
歓
待
に
お
い
て
は
、
歓
待
の
内
に
責
任
と
尊
厳
あ
る
自
己
が
見

出
さ
れ
る
。
そ
の
点
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
は
時
間
の
幅
と
他
者
へ

の
広
が
り
を
伴
っ
た
自
己
変
容
の
過
程
そ
の
も
の
と
も
言
い
得
る
。

こ
う
し
た
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
思
考
や
態
度
は
、
主
に
隣
人
や

異
人
に
対
す
る
も
の
と
し
て
表
層
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
の
存
在
が
最

も
顕
著
な
形
で
顕
在
化
さ
れ
る
の
は
、
自
己
に
お
け
る
圧
倒
的
な
他

者
と
し
て
存
在
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
不
可
避
な
形
で
自
ら
の
人
生

に
内
在
さ
れ
る
「
死
」
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「
死
と
私
」

の
変
遷
を
紐
解
い
て
い
く
こ
と
は
ま
さ
に
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
紐

解
い
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

　

一
九
九
三
年
、
日
本
と
シ
リ
ア
の
合
同
調
査
隊
が
約
一
〇
万
年
前

に
埋
葬
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
化
石
化
し
た
遺

体
を
発
掘
し
た
。
そ
の
遺
体
は
身
長
約
八
〇
㎝
、
二
歳
前
後
の
男
の

子
と
推
定
さ
れ
、
丁
寧
な
埋
葬
に
よ
っ
て
生
前
の
骨
格
を
ほ
ぼ
完
全

に
備
え
た
状
態
で
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
子
供
を
失
っ
た
遺
族

の
悲
嘆
（grief

）
や
霊
性
（spirituality

）
へ
の
眼
差
し
が
確
か
に

存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
類
は
古
来
よ
り
死
を
通
し
て
そ

の
宗
教
性
を
発
達
さ
せ
て
来
た
の
だ
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
が
自
ら
の
死
と
そ
の
復
活
を
以
て
贖
罪
と
神
と
の
新
約
を
結
び
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
四
門
出
遊

1

の
伝
承
に
お
い
て
死
者
の
姿
の

中
に
出
家
へ
の
動
機
を
見
出
し
た
こ
と
な
ど
、
例
を
挙
げ
れ
ば
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
の
中
で
も
象
徴
的
な
の
が
、
欧
米
圏
で
育
ま

れ
た
ホ
ス
ピ
ス
（hospice

）
の
存
在
で
あ
る
。

　

ホ
ス
ピ
ス
は
客
人
を
癒
し
、
保
護
す
る
場
所
と
い
う
ホ
ス
ピ
チ
ウ

ム
（hospitium

）
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
由
来
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

欧
米
圏
で
は
主
に
終
末
医
療
に
お
け
る
緩
和
ケ
ア

2

を
行
う
施
設
を

ホ
ス
ピ
ス
と
呼
ぶ
。
こ
の
ホ
ス
ピ
ス
も
ま
た
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の

精
神
に
基
づ
い
て
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
約
聖
書
の
マ
ル
コ
に

よ
る
福
音
書
に
は
「
群
衆
や
病
人
や
汚
れ
た
霊
に
悩
ま
さ
れ
る
人
々

を
連
れ
て
集
ま
っ
て
来
た
が
、
一
人
残
ら
ず
い
や
し
て
も
ら
っ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
世
初
期
、
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
へ
向
か
う

巡
礼
者
を
看
取
る
施
設
と
し
て
、
既
に
ホ
ス
ピ
ス
の
存
在
を
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
、
十
八
世
紀
に
は
修
道
女
で
あ
っ
た
マ
ザ
ー
・
メ
ア

リ
ー
・
エ
イ
ケ
ン
ヘ
ッ
ド
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
「
ホ
ー
ム
」
と
呼

ば
れ
る
ホ
ス
ピ
ス
を
つ
く
り
、
清
教
徒
革
命
で
ロ
ン
ド
ン
を
追
わ
れ
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た
人
々
に
ま
さ
し
く
居
場
所
（hom

e

）
を
提
供
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
培
わ
れ
て
来
た
ホ
ス
ピ
タ

リ
テ
ィ
の
源
流
は
、
死
の
問
題
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

在
野
の
歴
史
学
者
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
は
「
人
間
は

死
者
を
埋
葬
す
る
唯
一
の
動
物
」
で
あ
る
と
述
べ
、
か
つ
死
者
礼
拝

を
「
無
信
仰
者
と
あ
ら
ゆ
る
信
仰
の
信
徒
に
共
通
し
た
唯
一
の
宗
教

活
動
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
西
洋
に
お
け
る
死
の
歴
史
や
死
と
の
向
き
合
い
方
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
源
流
に
更
に
足
を
踏
み

入
れ
て
い
こ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
、
死
の
持
つ
両
義
的
機
能
に

つ
い
て
充
分
に
説
明
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
死
の
持
つ
両
義

的
機
能
と
は
、（
１
）
死
に
よ
っ
て
我
々
は
真
の
自
己
を
回
復
す
る

の
み
な
ら
ず
、（
２
）
他
者
性
と
そ
れ
に
伴
う
共
同
体
感
覚
を
も
獲

得
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

哲
学
者
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
死
は
人
生
の
出
来
事
で

は
な
い
、
死
の
直
前
に
人
生
は
終
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
、

極
め
て
巧
み
で
示
唆
的
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
精
神
分
析
学

を
創
始
し
た
ジ
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
も
「
人
は
自
分
の
死
を
想
像

で
き
な
い
。
自
分
の
死
を
想
像
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
し
て
も
か
な

ら
ず
自
分
は
目
撃
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
、
同
様
の
指
摘
を

行
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
哲
学
者
と
し
て
、
心
理
学
者
と
し
て
、
そ
の

類
ま
れ
な
る
英
知
と
感
受
性
の
中
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
、

死
の
持
つ
圧
倒
的
な
他
者
性
で
あ
る
。
人
間
は
死
の
観
念
や
現
実
感

を
他
者
の
死
を
通
し
て
獲
得
す
る
。

　

そ
れ
と
共
に
、
ア
リ
エ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
死
は
個
人
を
自

覚
す
る
場
」
で
も
あ
る
。
彼
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
十
二
世
紀
以
降
に

登
場
し
た
遺
言
書
の
存
在
を
通
し
て
、
個
人
主
義
の
萌
芽
を
見
て
取

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。
遺
言
書
は
中
世
に
お
い
て
は
、
現
在
の

よ
う
な
無
機
質
な
法
的
文
書
で
は
な
く
、
一
種
の
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル

を
な
す
よ
う
な
個
人
の
表
現
手
段
、
個
人
の
自
覚
の
証
拠
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
ま
で
の
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
、
人
間
が
自

然
の
内
に
受
容
し
て
来
た
慣
れ
親
し
い
死
の
中
か
ら
、
集
合
に
埋
没

し
て
い
た
個
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
過
程
の
証
左
で
あ
る
。
こ
う
し

て
中
世
ま
で
の
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
の
死
に
対
し
て
、
人
々
の

間
に
私
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
自
覚
が
育
ま
れ
た
。

こ
の
自
覚
が
中
世
以
降
、
民
衆
の
次
元
に
広
が
っ
た
個
人
主
義
の
源

流
で
あ
る
。
後
に
、
西
洋
で
は
個
人
主
義
が
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
を
醸

成
し
、
そ
れ
は
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（m

em
ento m

ori=

死
を
想
え
）

と
し
て
死
の
宣
揚
と
い
う
形
式
を
取
っ
た
こ
と
に
、「
死
と
私
」
の

密
接
な
関
係
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ア
リ
エ
ス
は
こ
う

述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

中
世
中
期
に
お
け
る
死
の
勝
利
と
個
人
の
勝
利
と
の
間
の
確

か
な
対
応
関
係
を
見
る
に
つ
け
て
、
私
た
ち
は
、
今
日
〈
死
の
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危
機
〉
と
個
人
の
危
機
と
の
間
に
、
同
じ
よ
う
な
、
し
か
し
逆

の
関
係
が
存
在
し
て
は
い
な
い
か
ど
う
か
自
問
し
た
い
気
に
な

る
3

。 

　

死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
的
な
死
を
通
し
て
、
我
々
は
集

合
に
埋
没
し
た
自
己
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
。
死
を

通
し
て
自
己
を
取
り
戻
す
と
は
、
決
し
て
特
別
な
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
誰
し
も
が
死
を
意
識
す
る
時
に
否
応
な
し
に
感
じ

る
、
そ
れ
以
上
分
割
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
誰
と
も
代
替
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
、
圧
倒
的
な
自
己
の
存
在
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

全
米
自
殺
学
会
の
創
立
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
Ｅ
・
Ｓ
・
シ
ュ
ナ
イ
ド

マ
ン
は
、
人
間
に
お
け
る
「
望
ま
し
い
死
」
を
以
下
の
よ
う
に
定
義

し
て
い
る
。

　
　

  

『
望
ま
し
い
死
』
と
は
、『
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
望
ん
で
い
た

よ
う
な
死
で
あ
り
、
次
に
、
親
し
い
人
び
と
と
心
ゆ
く
ま
で
別

れ
を
惜
し
む
こ
と
の
で
き
る
死
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
心
残
り
や

苦
し
み
悩
み
の
少
な
い
死
で
あ
る
。
一
言
で
言
う
と
、〝
望
ま

し
い
死
〞
と
は
、
自
分
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
選
ぶ

で
あ
ろ
う
死
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
人
生
の
終
り
を
意

味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
完
成
の
意
味
を
も
含
む
』

4

　

シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
の
定
義
す
る
望
ま
し
い
死
と
は
、
一
言
で
言
う

な
れ
ば
完
成
を
意
味
す
る
死
で
あ
る
。
死
が
存
在
す
る
こ
と
の
完
成

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
死
を
意
識
し
な
い
生
と
い

う
も
の
が
ど
れ
程
空
虚
な
も
の
で
あ
る
か
は
推
し
量
る
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
同
時
に
、
死
は
完
成
、
つ
ま
り
終
わ
り
で
あ
る
と
共
に

始
ま
り
で
も
あ
る
。
シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
は
更
に
「
死
後
の
自
己
」
と

い
う
概
念
を
提
唱
し
、
逆
説
的
に
最
も
望
ま
し
く
な
い
死
を
こ
う

語
っ
て
い
る
。

　
　

 　

人
び
と
の
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
る
望
み
も
な
く
人
生
を
閉

じ
、
忘
れ
去
ら
れ
、
歴
史
の
記
録
か
ら
抹
消
さ
れ
、
あ
た
か
も

存
在
し
た
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
に
死
ん
で
ゆ
く
。
死
そ
の
も

の
よ
り
耐
え
が
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
死
を
と
げ
る
こ
と
で

あ
る

5

。 

　

人
間
は
死
後
も
自
ら
の
痕
跡
が
何
ら
か
の
形
で
他
人
の
心
の
中
に

生
き
続
け
る
こ
と
を
願
う
。
シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
は
そ
の
方
法
を
具
体

的
に
五
つ
に
分
類
し
た
。（
１
）人
び
と
の
記
憶
の
中
に
、（
２
）美
術
、

音
楽
、
書
物
な
ど
の
形
で
人
び
と
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
３
）
臓
器
移
植
に
よ
っ
て
他
人
の
体
の
中
に
、（
４
）
遺
伝
子
と

い
う
形
で
子
供
の
中
に
、（
５
）
哲
学
的
に
、宇
宙
の
広
が
り
の
中
に
、

こ
の
よ
う
に
、
死
は
個
人
に
お
け
る
完
成
と
し
て
の
終
わ
り
を
意
味
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す
る
と
共
に
、
死
後
の
自
己
は
他
者
性
や
共
同
体
感
覚
を
伴
っ
た
広

が
り
や
永
続
性
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
死
の
持
つ

両
義
的
機
能
こ
そ
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
支
え
る
土
台
と
な
る
も
の

と
言
え
よ
う
。

２
． 

西
洋
に
お
け
る
死
の
変
遷

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
の
研
究
に
よ
る
と
、
西
洋
に
お
い
て
は

十
一
世
紀
以
後
、
中
世
の
初
め
よ
り
、
死
に
対
す
る
態
度
の
変
化
が

一
般
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
ア
リ
エ
ス
は
古
代
よ
り
続
い
て
来
た

死
へ
の
態
度
を
「
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
の
特
徴
は
、（
１
）
人
は
床
に
つ
い
て
死

を
待
ち
、（
２
）
そ
し
て
死
は
公
の
組
織
さ
れ
た
儀
式
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
た
、
と
い
う
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
ア
リ
エ
ス
は
こ

う
結
論
付
け
る
。

　
　

 　

変
化
に
支
配
さ
れ
て
い
る
世
界
に
お
い
て
は
、
死
を
前
に
し

て
の
伝
統
的
な
態
度
は
惰
性
と
継
続
の
塊
り
の
よ
う
に
み
え
ま

す
。
死
を
な
じ
み
深
く
、
身
近
で
、
和
や
か
で
、
大
し
て
重
要

で
な
い
も
の
と
す
る
昔
の
態
度
は
、
死
が
ひ
ど
く
恐
ろ
し
い
も

の
で
、
そ
の
名
を
あ
え
て
口
に
す
る
こ
と
も
さ
し
ひ
か
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
は
、
あ
ま
り
に
も
反
対

で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
こ
こ
で
、
こ
の
な
じ
み
深
い
死
を

飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
の
で
す

6

。 

　

こ
う
し
た
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
死

は
慣
れ
親
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
死
者
と
生
者
の
場
所
は

隔
て
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
現
象
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、
生
者
と
死
者
の
共
存

と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
死
者
の
呪
い
を
恐
れ
る
が
故
に
、
そ
こ
に

儀
礼
や
聖
職
者
が
介
入
し
、
墓
所
は
大
切
に
さ
れ
て
は
い
た
が
、
生

者
の
場
所
と
は
区
別
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
に
、

聖
者
や
権
威
者
な
ど
の
特
別
な
人
物
の
墓
を
通
じ
て
墓
所
が
教
会
の

中
へ
、
つ
ま
り
、
よ
り
身
近
な
街
の
中
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
こ
と
で
、
死
は
教
会
に
委
ね
ら
れ
、
墓
所
と
一
体
化
し
た

教
会
は
、
日
常
の
中
に
あ
る
避
難
地
と
し
て
公
の
中
心
地
に
な
っ
て

い
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
中
世
以
降
、
聖
者
や
権
威
者
に
限
ら
れ

て
い
た
墓
碑
銘
と
い
う
も
の
が
一
般
に
も
浸
透
し
始
め
、
遺
言
と
い

う
存
在
が
更
に
個
人
と
い
う
存
在
を
白
日
の
も
の
と
し
て
い
く
の
だ

が
、
こ
の
こ
と
を
ア
リ
エ
ス
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 　

自
身
の
死
と
い
う
鏡
の
う
ち
に
、
各
個
人
が
己
の
個
性
の
秘

密
を
再
発
見
し
て
い
た
の
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
代
、

も
っ
と
は
っ
き
り
と
い
え
ば
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
説
が
か
い
ま
見
て

い
た
け
れ
ど
、
そ
の
後
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
の
関
係
は
、
そ
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れ
以
後
わ
れ
わ
れ
西
洋
文
明
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
や

め
て
い
ま
せ
ん

7

。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
、
西
欧
に

お
け
る
「
死
の
文
化
」
を
め
ぐ
る
文
化
の
豊
饒
さ
に
も
我
々
の
目
を

向
け
さ
せ
て
く
れ
る
。
死
の
文
化
は
中
世
末
に
は
復
興
を
意
味
す
る

ル
ネ
サ
ン
ス
に
結
実
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ

（m
em

ento m
ori=

死
を
想
え
）
と
し
て
死
が
盛
ん
に
取
り
上
げ

ら
れ
、芸
術
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
改
め
て
、

死
の
持
つ
両
義
的
機
能
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
死
は
我
々
に
他
者

性
や
共
同
体
感
覚
を
想
起
さ
せ
る
と
共
に
、
個
人
を
自
覚
す
る
場
を

提
供
す
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
死
は
死
骸
趣
味
的
な
も
の
、
つ

ま
り
肉
体
と
し
て
の
死
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
た
。
そ
れ
は
死
が
個

人
の
人
生
図
の
清
算
の
時
を
担
い
、
生
へ
の
熱
烈
な
愛
、
裏
を
返
せ

ば
生
へ
の
強
烈
な
執
着
に
伴
う
、
失
敗
や
幻
滅
と
い
う
観
念
と
結
び

つ
い
た
か
ら
だ
と
ア
リ
エ
ス
は
分
析
し
て
い
る

8

。つ
ま
り
、
ル
ネ

サ
ン
ス
に
お
け
る
死
骸
趣
味
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
死
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
死
で
決
算
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
生
へ
の
執
着
、
そ
の
失
敗
や
幻
滅

を
恐
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
死
の
舞
踏
」な
ど
、

一
連
の
芸
術
作
品
は
当
時
大
流
行
し
た
ペ
ス
ト
な
ど
の
大
量
死
も
背

景
に
あ
る
訳
だ
が
、
死
が
個
人
の
自
覚
に
伴
っ
て
、
特
別
な
意
味
を

持
ち
始
め
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

そ
し
て
十
六
世
紀
以
降
、死
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
融
合
し
始
め
、

死
骸
趣
味
的
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
現
出
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
性
と

い
う
タ
ブ
ー
と
死
が
同
一
視
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ

は
人
々
に
死
と
の
断
絶
と
い
う
歴
史
的
大
変
化
を
も
た
ら
す
。
こ
の

事
実
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
、
死
に
含
有
さ
れ
て
い
た
失
敗
や
幻

滅
と
い
う
概
念
が
、
更
に
明
確
な
形
で
顕
在
化
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
十
八
世
紀
以
降
、
死
は
個
人
の
も
の
か

ら
家
族
と
教
会
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
遺
言
書
も
個

人
が
死
と
強
制
的
に
向
き
合
う
場
と
し
て
の
役
割
を
失
い
、
単
な
る

法
的
文
書
に
形
を
変
え
て
い
く
。
つ
ま
り
、
個
人
が
死
と
向
き
合
う

権
利
を
家
族
と
教
会
に
譲
り
渡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は

現
代
に
お
い
て
も
、
教
会
を
病
院
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
理
解
さ
れ

得
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
家
族
と
教
会
に
託
さ
れ
た
死
が
育
ん
だ
も
の

こ
そ
、死
者
礼
拝
で
あ
っ
た
。
ア
リ
エ
ス
は
死
者
礼
拝
を
「
肉
体
に
、

肉
体
的
外
観
に
結
び
つ
い
た
思
い
出
へ
の
礼
拝
」
と
表
現
し
た
。
死

者
礼
拝
は
啓
蒙
主
義
と
工
業
技
術
社
会
の
中
で
発
展
を
遂
げ
、
今
で

は
そ
の
起
こ
り
が
近
年
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
る
程
定
着
し
て

い
る
。
そ
し
て
十
九
世
紀
に
は
一
時
期
、
死
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義

的
態
度
の
復
興
が
行
わ
れ
る
。
ア
リ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
死

に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
態
度
は
「
個
人
主
義
と
自
意
識
の
新
た
な

高
揚
し
た
意
味
を
表
現
す
る
た
め
の
徴
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
十
六
世
紀
に
お
け
る
死
と
の
断
絶
以
降
、
死
は
個
人
か
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ら
家
族
と
国
家
社
会
に
託
さ
れ
、
死
者
礼
拝
や
墓
地
崇
拝
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ア
リ
エ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
個
人

が
啓
蒙
主
義
と
工
業
技
術
社
会
の
中
に
部
品
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た

存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
生
へ
の
執
着
が
家
族
に
と
っ
て

は
「
肉
体
に
、
肉
体
的
外
観
に
結
び
つ
い
た
思
い
出
へ
の
礼
拝
」
を

も
た
ら
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
個
人
主
義

を
母
体
と
す
る
、
西
洋
に
お
け
る
死
者
礼
拝
や
墓
地
崇
拝
の
歴
史
的

な
背
景
で
あ
る
。
そ
し
て
十
九
世
紀
以
降
、
再
び
個
人
を
取
り
戻
す

た
め
に
死
へ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
態
度
と
し
て
、
死
が
見
つ
め
直
さ
れ

る
に
至
る
。
そ
こ
に
は
裏
腹
で
は
あ
る
が
、
明
確
な
死
へ
の
恐
怖
と

い
う
感
情
が
存
在
し
、
そ
の
後
、
死
は
急
激
に
タ
ブ
ー
化
さ
れ
、
現

在
に
お
い
て
も
な
お
、
そ
の
状
況
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

飼
い
な
ら
さ
れ
た
死
、
そ
の
後
に
人
類
は
自
ら
の
手
で
飼
い
な
ら

さ
れ
た
死
を
克
服
し
、
死
は
個
人
主
義
を
育
む
。
そ
れ
ら
は
ル
ネ
サ

ン
ス
に
お
い
て
、
死
を
想
う
こ
と
を
掲
げ
た
個
人
の
勝
利
と
し
て
結

実
す
る
が
、
後
に
生
へ
の
執
着
と
し
て
性
と
の
同
一
視
と
い
う
形
で

死
と
の
断
絶
を
生
み
出
し
、
ま
た
個
人
が
家
族
や
国
家
社
会
の
中
に

位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
に
従
っ
て
、
死
も
ま
た
個
人
の
も
の
か
ら
家

族
や
国
家
社
会
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
中
で
再
び
揺
り
戻
し
と
し
て
、
個
を
取
り
戻
す
よ
う
に
死

が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
死
と
の
断
絶
の
果
て
に

死
へ
の
恐
怖
と
い
う
感
情
が
伴
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
感
情
は
現
在

に
至
る
死
の
タ
ブ
ー
化
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
西
洋
に
お

け
る
死
の
変
遷
を
振
り
返
っ
て
来
た
が
、
次
に
近
代
以
降
の
ホ
ス
ピ

ス
誕
生
の
歴
史
を
巡
り
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
死
の
タ
ブ
ー
化
が
意

味
す
る
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

３
．
死
の
タ
ブ
ー
化
と
現
代

　

前
述
し
て
来
た
よ
う
に
、
西
洋
に
お
け
る
死
の
変
遷
は
自
己
と
い

う
も
の
の
認
識
と
の
連
関
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
古
代

ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
時
代
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
個
人
主
義
が
、
西

洋
に
お
い
て
広
く
一
般
化
し
て
い
く
の
は
、
ア
リ
エ
ス
の
言
う
よ
う

に
中
世
の
始
ま
り
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
十
六
世
紀
に

起
こ
っ
た
死
と
の
断
絶
は
、
十
八
世
紀
以
降
、
死
へ
の
恐
怖
と
い
う

感
情
を
生
み
出
し
、
そ
う
し
た
感
情
が
死
へ
の
拒
絶
を
生
み
、
個
人

に
お
け
る
死
が
家
族
や
教
会
に
委
ね
ら
れ
、
個
人
の
社
会
的
な
地
位

も
変
化
し
て
い
っ
た
。
死
を
日
常
や
意
識
の
中
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と

い
う
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
十
八
世
紀
に
、
ホ
ス
ピ
ス
の
誕

生
を
同
時
に
観
察
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
興
味
深
い
事
実

だ
。
ホ
ス
ピ
ス
の
源
流
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
修
道
女

マ
ザ
ー
・
メ
ア
リ
ー
・
エ
イ
ケ
ン
ヘ
ッ
ド
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
「
ホ
ー

ム
」
と
呼
ば
れ
る
施
設
を
つ
く
り
、
清
教
徒
革
命
で
ロ
ン
ド
ン
を
追

わ
れ
た
人
々
に
居
場
所
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
十
八
世
紀
以
降
、
死
は
家
族
や
国
家
社
会
に
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委
ね
ら
れ
、
彼
ら
も
ま
た
死
を
教
会
、
ま
た
は
ホ
ス
ピ
ス
に
、
そ
し

て
失
敗
や
幻
滅
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
い
た
死
は
い
つ
し
か
、
最
終

的
に
は
病
院
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

十
八
世
紀
以
降
、
我
々
が
直
面
し
た
個
人
の
地
位
の
変
化
に
お
い

て
、
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
の
が
、
欧
米
に
お
け

る
産
業
革
命
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
産
業
革
命
に
伴
う
大
き
な
社
会

環
境
の
変
化
に
伴
っ
て
、
死
は
個
人
の
意
識
か
ら
そ
の
権
利
を
剥
奪

さ
れ
、
死
は
自
然
に
訪
れ
る
も
の
か
ら
失
敗
や
幻
滅
を
意
味
す
る
も

の
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
後
、
ホ
ス
ピ
ス
の
伝
統
が
色

濃
い
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
さ
え
、
大
多
数
の
ホ
ス
ピ
ス
が
救
貧
院
と

名
前
を
変
え
ら
れ
、
一
つ
の
ベ
ッ
ド
に
幾
人
も
の
患
者
を
収
容
す
る

よ
う
に
、
死
は
向
き
合
う
も
の
か
ら
、
忌
避
さ
れ
る
も
の
へ
と
近
代

以
降
そ
の
重
要
性
を
軽
減
さ
せ
、
ま
た
ア
リ
エ
ス
の
分
析
す
る
よ
う

に
、
急
速
な
医
療
技
術
の
進
歩
に
伴
っ
て
死
の
タ
ブ
ー
化
は
更
に
加

速
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
社
会
学
者
の
ジ
ェ

フ
リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ー
が
論
文
「
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
で
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
社
会
の
中
で
最
も
大
き
な
タ
ブ
ー
で

あ
っ
た
性
の
開
放
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
生
は
ま
さ
に
性
そ
の

も
の
で
あ
り
、
性
と
死
と
は
そ
の
点
、
あ
る
種
の
対
応
関
係
に
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
性
の
開
放
と
機
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
身
近
な
も
の
で
在

り
続
け
た
死
と
い
う
存
在
が
、
も
は
や
語
る
こ
と
す
ら
憚
ら
れ
る
存

在
へ
と
そ
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に

お
い
て
、
死
の
宣
揚
が
個
人
の
勝
利
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
起
こ
せ
ば
、
死
を
背
景
に
し
な
い
生
と
い
う
も
の
の
空
虚
さ
は
、

語
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
空
虚
さ
こ
そ
、
現
代
人
が
直
面
し

た
個
の
危
機
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
。
文
化
人
類
学
者
の
山
口
昌

男
は
、
こ
う
し
た
現
状
を
「
死
と
の
対
話
能
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
社

会
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
二
十
世
紀
以
降
の
死
の
タ
ブ
ー
化
に

つ
い
て
、
死
生
学
（thanatology

）
の
権
威
で
も
あ
り
、
上
智
大

学
で
長
年
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
は
こ
う

指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 　

十
九
世
紀
の
欧
米
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
セ
ッ
ク
ス
を
語
る

こ
と
は
タ
ブ
ー
で
し
た
が
、
死
に
つ
い
て
は
比
較
的
自
由
に
論

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
二
十
世
紀
に
入
る
と
逆
転

し
た
の
で
す
。（
中
略
）
医
学
界
が
、
死
と
い
う
人
智
の
限
界

に
何
と
か
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
死
の
タ
ブ
ー
化

が
一
層
強
ま
っ
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す

9

。 

　　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
ら
の
諸
々
の
研
究
成
果
を
待
つ
ま
で
も
な

く
、
欧
米
を
中
心
に
拡
散
し
た
死
の
タ
ブ
ー
化
は
、
産
業
革
命
以
降

の
社
会
環
境
の
変
動
と
共
に
、
皮
肉
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
医
学
の

進
歩
に
伴
っ
て
促
進
さ
れ
た
と
も
言
え
る
の
だ
10

。 
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し
か
し
二
十
世
紀
も
中
盤
に
入
る
と
、
人
類
は
第
一
次
、
第
二
次

世
界
大
戦
と
い
う
未
曽
有
の
戦
火
を
経
験
し
、徐
々
に
で
は
あ
る
が
、

西
洋
に
お
い
て
改
め
て
生
と
死
の
問
題
と
向
き
合
い
直
そ
う
と
い
う

動
き
が
出
始
め
る
。
そ
れ
は
も
う
一
度
、
世
界
に
対
す
る
責
任
を
有

し
た
尊
厳
あ
る
個
と
い
う
も
の
を
取
り
戻
し
、
死
か
ら
育
ま
れ
る
他

者
性
や
共
同
体
感
覚
を
、
対
立
の
彼
岸
に
見
出
そ
う
と
い
う
動
き
に

他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
胎
動
は
各
界

に
影
響
を
与
え
、
学
術
界
に
お
い
て
は
「
死
の
社
会
学
」
と
し
て
、

既
述
の
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ー
の
「
死
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」

が
一
九
五
五
年
に
発
表
さ
れ
、
一
九
五
六
年
に
は
ア
メ
リ
カ
心
理
学

会
で
死
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
Ｈ
・

フ
ェ
イ
フ
ェ
ル
の
「
死
の
意
味
」
な
ど
の
研
究
論
文
集
が
話
題
を
呼

ぶ
。
こ
う
し
た
動
き
に
連
な
る
よ
う
に
、
欧
米
で
は
死
に
関
す
る
世

論
調
査
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の

「
ア
メ
リ
カ
人
の
死
に
方
」
な
ど
の
研
究
成
果
と
し
て
結
実
し
て
い

く
。
そ
の
他
、
新
聞
な
ど
の
各
種
メ
デ
ィ
ア
で
も
、
死
に
関
す
る
話

題
が
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
一
九
六
七
年
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
セ
フ
・

ホ
ス
ピ
ス
で
学
ん
だ
医
師
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
が
セ
ン
ト
・
ク

リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ピ
ス
を
イ
ギ
リ
ス
に
創
設
し
、
近
代
以
降
に

お
け
る
ホ
ス
ピ
ス
の
雛
形
を
形
成
し
た
。
こ
の
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ピ
ス
を
創
設
す
る
基
に
な
っ
た
の
は
シ
シ
リ
ー
の
述

懐
に
よ
れ
ば
、D

avid T
asm

a

と
い
う
患
者
が
寄
付
し
た
五
〇
〇
ポ

ン
ド
の
寄
付
金
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
あ
な
た
方
の
ホ
ー
ム
の
一
つ
の

窓
に
な
る
よ
う
に
」
と
の
言
葉
を
残
し
、
そ
の
精
神
は
今
で
も
受
け

継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
ホ
ー
ム
と
い
う
言
葉
は
、
十
八
世
紀

に
み
ら
れ
た
救
貧
院
以
前
の
ホ
ス
ピ
ス
の
原
点
で
も
あ
る
。つ
ま
り
、

こ
の
ホ
ー
ム
に
は
ア
リ
エ
ス
の
い
う
死
を
通
し
て
個
人
を
自
覚
し
、

死
を
通
し
て
全
て
の
人
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
、
居
場
所
（hom

e

）

と
い
う
示
唆
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
一
九
六
九
年
に
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
ロ
ス
が

「
死
ぬ
瞬
間
（O

n death and dying

）」
を
発
表
し
、
ア
メ
リ
カ

で
は
一
九
七
〇
年
に
「
死
の
準
備
教
育
（death education

）」
に

つ
い
て
の
最
初
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
ハ
ム
リ
ン
大
学
で
行
わ
れ
、

生
と
死
の
問
題
は
教
育
現
場
で
も
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
こ
う
し
た
運
動
は
逆
輸
入
的
に
医
学
界
に
も
影
響
を
与
え
て

い
く
こ
と
に
な
り
、
一
九
八
五
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
緩
和
医
療
学
会

（A
ssociation for Palliative M

edicine

）
が
設
立
さ
れ
、
現
在

ま
で
続
く
緩
和
ケ
ア
の
土
台
が
築
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
源
流
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

西
洋
に
お
け
る
死
の
変
遷
と
現
代
に
お
け
る
死
の
タ
ブ
ー
化
の
流
れ

を
整
理
し
て
来
た
。
死
と
断
絶
し
た
社
会
、
死
を
忌
避
す
る
社
会
、

そ
の
果
て
に
我
々
の「
私
」も
ま
た
危
機
に
陥
っ
た
。
こ
う
し
て「
死
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と
私
」
を
失
っ
た
現
代
社
会
と
は
如
何
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
そ
の
病
理
を
鋭
敏
な
感
性
と
言
葉
で
表
現
し
た
二
人
の
知

の
巨
人
、
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
と
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の

研
究
を
概
観
し
て
み
た
い
。

４
．『
死
と
私
』
を
失
っ
た
大
衆

　

オ
ル
テ
ガ
と
フ
ロ
ム
、二
人
の
主
著
の
タ
イ
ト
ル「
大
衆
の
反
逆
」、

そ
し
て
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
死
を
失
っ
た
二
十
世

紀
の
病
理
を
社
会
の
面
か
ら
、
個
人
の
面
か
ら
描
写
し
た
表
裏
一
体

の
関
係
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
オ
ル
テ
ガ
は
第
一
次

世
界
大
戦
、
フ
ロ
ム
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
、
二
人
と
も
人
類
史
を

塗
り
替
え
る
未
曽
有
の
危
機
を
背
景
に
、
自
ら
の
思
索
を
紡
ぎ
出
し

て
い
る
こ
と
も
大
変
に
興
味
深
い
。
西
洋
が
蓄
積
し
て
来
た
知
性
の

限
り
を
尽
く
し
て
、
彼
ら
が
語
ろ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
は
何
だ
っ

た
の
か
。ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、共
産
主
義
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、

カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ズ
ム
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
、
こ
れ

ら
人
類
が
生
み
出
し
て
い
っ
た
様
々
な
思
想
的
潮
流
、
そ
の
支
流
を

辿
っ
て
い
く
と
、
一
つ
の
共
通
し
た
鉱
脈
に
行
き
つ
く
こ
と
を
や
っ

と
我
々
は
理
解
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
鉱
脈
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て

来
た
「
死
と
私
」
の
問
題
で
あ
り
、特
に
二
十
世
紀
に
出
現
し
た
「
死

と
私
」
を
失
っ
た
人
類
の
姿
に
、
そ
の
端
緒
を
象
徴
的
に
見
て
取
る

こ
と
が
出
来
る
。

　

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
は
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
哲
学
者
だ
。

新
カ
ン
ト
派
や
現
象
学
に
親
し
み
、
文
学
的
な
才
能
に
お
い
て
早
熟

で
あ
っ
た
彼
の
思
想
は
、
主
著
「
大
衆
の
反
逆
」
に
よ
っ
て
集
大
成

さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
二
十
世
紀
に
お
い
て
「
大
衆
の
反
逆
」
が

持
っ
て
い
た
思
想
的
な
価
値
は
、
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
論
」、
マ

ル
ク
ス
の
「
資
本
論
」
の
果
た
し
た
功
績
と
並
び
評
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
オ
ル
テ
ガ
は
二
十
世
紀
初
頭
に
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦

の
渦
中
に
お
い
て
、「
野
蛮
と
は
分
断
へ
の
傾
向
」「
暴
力
は
野
蛮
の

大マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

憲
章
」
で
あ
る
と
喝
破
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
進
言
と
予
見

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
大
衆
の
反
逆
」
に
お
け
る
オ
ル
テ
ガ
の
主
張
を
整
理
し

て
み
た
い
。
ま
ず
、
オ
ル
テ
ガ
の
言
う
大
衆
と
い
う
概
念
を
明
示
す

る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
大
衆
と
聞
く
と
、
一
般
的
に
は
量
的
な
多

数
派
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
オ
ル
テ
ガ
の
言
う
大
衆

と
は
、誰
し
も
に
潜
む
質
的
な
「
大
衆
性
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
こ
で
オ
ル
テ
ガ
の
著
書
に
お
け
る
大
衆
の
定
義
を
引
用
し
て
み
た

い
。

　
　

 　

大
衆
と
は
、
善
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、
自
分
自
身
に

特
殊
な
価
値
を
認
め
よ
う
と
は
せ
ず
、自
分
は
「
す
べ
て
の
人
」

と
同
じ
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
の
こ
と
に
苦
痛
を
覚
え
る
ど
こ
ろ

か
、
他
の
人
々
と
同
一
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
に
喜
び
を
見
出
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し
て
い
る
す
べ
て
の
人
の
こ
と
で
あ
る
11

。 
　

こ
う
し
た
大
衆
性
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
育

ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
を
オ
ル
テ
ガ
は「
時
代
の
高
さ
」

「
生
の
増
大
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、
そ
の
二
つ
の
観
念
は
急
速

な
技
術
の
革
新
と
、
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

　

大
衆
人
、
も
し
く
は
平
均
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
自
ら
の
生
き

て
い
る
時
代
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
、
最
も
高
み
に
位
置
し

て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
ロ
ー
マ
は
永
遠
で
あ
る

と
思
わ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
衆
人
は
無
意
識
に
時
代
の

高
み
に
い
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
オ
ル
テ
ガ
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、
大
衆
人
は
「
い
か
な
る
過
去
の
い
か
な
る
生
に
も
憧
れ
て

い
な
い
生
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は

ま
さ
に
、
工
業
技
術
の
革
新
が
我
々
に
与
え
た
優
越
感
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
高
み
に
い
る
と
い
う
優
越
感
に
よ
っ

て
、
大
衆
人
は
過
去
と
の
断
絶
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

 　

自
分
が
過
去
の
ど
の
生
よ
り
も
い
っ
そ
う
生
で
あ
る
と
感
じ

る
あ
ま
り
、
過
去
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
敬
意
と
配
慮
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
12

。

　

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
視
点
を
変
え
れ
ば
、「
過
去
の
総
体
が
今
日

の
人
間
に
と
っ
て
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
時
代
の

高
み
に
い
る
と
い
う
優
越
感
は
、
過
去
と
の
断
絶
を
も
た
ら
し
、
そ

う
し
て
大
衆
人
は
自
ら
の
力
に
誇
り
を
持
ち
な
が
ら
も
、
運
命
に
対

す
る
確
信
が
持
て
ず
、
自
分
自
身
を
恐
れ
、
不
安
を
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
存
在
に
自
ら
を
貶
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
オ
ル
テ
ガ
に
よ
る
社
会
的
病
理
の
探
究
を
よ
り
内
在
化

し
、
人
間
の
深
部
か
ら
描
写
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
一
九
〇
〇
年
、

二
十
世
紀
の
始
ま
り
と
共
に
ド
イ
ツ
に
生
を
受
け
た
社
会
心
理
学
者

の
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
で
あ
る
。
多
感
な
青
春
を
第
一
次
世
界
大

戦
の
渦
中
で
送
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
只
中
に
出
版
さ
れ
た
「
自

由
か
ら
の
逃
走
」
に
お
い
て
、
フ
ロ
ム
は
人
間
が
自
由
に
な
っ
て
い

く
過
程
を
個
性
化
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
。

　
　

 　

他
人
や
自
然
と
の
原
初
的
な
一
体
性
か
ら
ぬ
け
で
る
と
い
う

意
味
で
、
人
間
が
自
由
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
し
て
ま
た
か

れ
が
ま
す
ま
す
「
個
人
」
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
間
に
残
さ

れ
た
道
は
、
愛
や
生
産
的
な
仕
事
の
自
発
性
の
な
か
で
外
界
と

結
ば
れ
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
自
由
や
個
人
的
自
我
の
統
一
性

を
破
壊
す
る
よ
う
な
絆
に
よ
っ
て
一
種
の
安
定
感
を
求
め
る

か
、
ど
ち
ら
か
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
13

。
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フ
ロ
ム
は
人
間
が
そ
の
自
我
の
発
達
過
程
に
お
け
る
最
も
原
初
的

で
、
安
定
し
た
状
態
を
第
一
次
的
な
絆
、
ま
た
楽
園
と
も
述
べ
て
い

る
。
個
性
化
、
つ
ま
り
自
由
の
拡
大
に
伴
っ
て
人
々
は
、
こ
の
第
一

次
的
な
絆
を
一
旦
消
失
す
る
。
個
性
の
発
達
や
自
我
の
確
立
は
我
々

に
、
世
界
と
の
断
絶
を
経
験
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
個
性
化
の
進
展
は

孤
独
や
不
安
を
掻
き
立
て
、
自
己
の
役
割
や
人
生
の
意
味
に
対
す
る

疑
惑
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
人
生
に
対
す
る
疑
惑
は
、
個
人
の

無
力
さ
や
無
意
味
さ
の
感
情
を
募
ら
せ
て
い
く
。
フ
ロ
ム
は
一
度
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
世
界
と
の
絆
は
も
う
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
な
い

と
し
、
個
性
化
に
よ
る
不
安
を
解
消
す
る
方
法
は
、
人
間
と
の
積
極

的
な
連
帯
、
ま
た
愛
情
や
仕
事
と
い
う
自
発
的
な
行
為
に
よ
っ
て
の

み
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
選
択
が
行
わ
れ
な

か
っ
た
場
合
、
自
由
は
強
烈
な
重
荷
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
逃
避

が
様
々
な
方
法
を
駆
使
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

十
六
世
紀
、
ち
ょ
う
ど
現
在
ま
で
続
く
死
と
の
断
絶
が
起
こ
り
始

め
る
そ
ん
な
時
代
。
西
欧
で
は
宗
教
改
革
の
一
大
潮
流
の
中
で
、
マ

ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
と
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
い
う
二
人
の
プ
ロ

テ
ス
ト
が
、
同
時
代
人
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
し
て
名
を
馳
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
の
頃
、既
に
立
ち
現
れ
始
め
た
「
死
と
私
」

を
失
い
つ
つ
あ
る
大
衆
を
前
に
、
そ
の
処
方
箋
と
し
て
の
自
由
か
ら

の
逃
避
が
試
み
ら
れ
始
め
る
。
フ
ロ
ム
は
二
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

を
分
析
し
な
が
ら
、
ル
タ
ー
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
思

想
を
、
確
実
性
へ
の
羨
望
を
神
へ
の
絶
対
的
服
従
に
求
め
た
も
の
で

あ
る
と
し
、
ル
タ
ー
の
思
想
の
持
つ
「
信
と
疑
」
の
圧
倒
的
な
両
義

性
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
ル
タ
ー
の
思
想
を
こ
う
締
め
く
く
っ

て
い
る
。

　　
　

 　

ル
ッ
タ
ー
は
ひ
と
び
と
を
教
会
の
権
威
か
ら
解
放
し
た
が
、

一
方
で
は
、
ひ
と
び
と
を
さ
ら
に
専
制
的
な
権
威
に
服
従
さ
せ

た
。
す
な
わ
ち
神
に
で
あ
る
。
神
は
そ
の
救
済
の
た
め
の
本
質

的
条
件
と
し
て
、
人
間
の
完
全
な
服
従
と
、
自
我
の
滅
却
を
要

求
し
た
。
ル
ッ
タ
ー
の
「
信
仰
」
は
、
自
己
を
放
棄
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
愛
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
14

。 

　

ル
タ
ー
の
行
っ
た
宗
教
改
革
の
権
威
化
し
た
教
会
か
ら
個
人
に
信

仰
を
取
り
戻
す
と
い
う
大
義
名
分
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
む
き

出
し
に
さ
れ
た
個
人
を
教
会
か
ら
直
接
神
の
権
威
に
服
従
さ
せ
る
試

み
で
あ
っ
た
と
い
う
訳
だ
。

　

こ
う
し
た
ル
タ
ー
の
試
み
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
予
定
説
と
い

う
独
特
の
信
念
体
系
に
よ
っ
て
自
由
か
ら
の
逃
走
を
試
み
る
15

。
カ

ル
ヴ
ァ
ン
の
予
定
説
の
特
徴
を
フ
ロ
ム
は
、
個
人
の
無
力
さ
と
無
意

味
で
あ
る
と
い
う
感
情
、
人
間
の
意
思
と
努
力
と
が
価
値
が
な
い
と

い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
徹
底
し
た
強
調
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て

そ
の
結
果
と
し
て
、
人
類
は
救
わ
れ
る
人
間
と
永
劫
の
罰
に
定
め
ら
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れ
て
い
る
人
間
と
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
選
民
思
想
は
後
に
お
い
て

ナ
チ
ズ
ム
を
育
む
こ
と
と
な
る
が
、
一
方
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
こ
う

し
た
徹
底
的
な
宿
命
論
は
熱
狂
的
な
活
動
と
、
何
か
を
し
よ
う
と
す

る
衝
動
の
発
達
を
促
進
し
、
そ
の
こ
と
を
社
会
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
主
著
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
資
本
主
義

の
倫
理
」
の
中
で
、
西
欧
の
資
本
主
義
を
生
み
出
す
原
動
力
に
な
っ

た
と
分
析
し
た
。こ
う
し
た
傾
向
を
フ
ロ
ム
は
こ
う
形
容
し
て
い
る
。

　　
　

 　

個
人
は
疑
い
と
無
力
さ
の
感
情
を
克
服
す
る
た
め
に
、
活
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
努
力
や
活
動
は
、
内
面

的
な
強
さ
や
自
信
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
不
安
か
ら
の
死
に
も
の
ぐ
る
い
の
逃
避
で
あ
る
16

。 

　

十
六
世
紀
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
潮
流
の
中
に
は
、
自
己
の
徹
底

的
な
卑
下
と
い
う
共
通
項
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
自
己
否
定

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
良
心
は
、あ
る
種
の
敵
意
の
現
れ
で
あ
る
と
し
、

フ
ロ
ム
は
自
尊
感
情
に
よ
り
醸
成
さ
れ
る
慈
悲
や
愛
と
明
確
な
区
別

を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
自
己
の
喪
失
を
、
フ
ロ
ム
は
人
類
の
自
動
人
形
化
で

あ
る
と
も
表
現
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
フ
ロ
ム
と
オ
ル
テ
ガ
の
主

張
は
大
き
く
交
差
す
る
。
真
実
の
自
己
を
喪
失
し
、
大
衆
に
合
わ
せ

た
「
に
せ
の
自
己
」
を
ま
と
っ
た
自
動
人
形
化
し
た
大
衆
人
は
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
全
体
主
義
の
内
部
に
お
い
て
は
、
没
我
に
よ
っ
て

周
囲
と
同
化
し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の
姿
は
外
に
対
し
て
は
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
傾
向
と
し
て
現
れ
、他
者
を
排
除
し
、

同
化
さ
せ
、
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
果
て
に
人
類
は
、

自
ら
の
手
で
肥
大
化
し
続
け
る
自
分
自
身
そ
の
も
の
を
破
壊
し
よ
う

と
試
み
る
の
だ
。

　

確
か
に
人
類
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
原
子
爆
弾
の
投
下
な
ど
、
自

分
自
身
を
破
壊
す
る
方
向
に
舵
を
切
っ
て
来
た
と
言
え
る
し
、
そ
う

し
た
傾
向
は
未
だ
に
世
界
を
覆
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
人
類
は
ま
た
違
う
道
を
選
択
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
れ
こ

そ
「
死
と
私
」
を
再
び
取
り
戻
し
、
世
界
と
の
絆
を
再
び
結
び
直
す

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
源
流
に
今

一
度
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
項
で
は
精
神
科
医
で
思
想
家
の
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
、
個
人
心

理
学
（
個
性
心
理
学
）
を
創
始
し
た
Ａ
・
ア
ド
ラ
ー
ら
の
研
究
を
土

台
に
、
我
々
が
「
死
と
私
」
を
取
り
戻
す
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
、
そ
の
詳
細
に
迫
る
こ
と
と
す
る
。

５
． 

責
任
と
尊
厳
を
伴
っ
た
自
己

　

既
述
し
て
来
た
よ
う
に
、
死
に
は
二
つ
の
両
義
的
機
能
が
存
在
し

て
い
る
。
ま
ず
そ
の
一
つ
は
、死
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て「
我
々

は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
共
同
体
感
覚
を
獲
得
す
る
こ
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と
が
出
来
る
と
い
う
点
だ
。
な
ぜ
な
ら
死
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
よ

う
に
根
本
的
に
他
者
の
死
を
自
ら
に
引
き
付
け
て
認
識
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
古
今
東
西
を
貫
い
て
遍
く
偏
在
し
て
い
る
。

ま
た
死
を
悼
む
と
い
う
行
為
は
ア
リ
エ
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗

派
性
や
民
族
性
を
超
克
し
た
唯
一
の
宗
教
的
な
営
み
で
も
あ
る
。
そ

し
て
も
う
一
方
の
側
面
は
、
死
と
向
き
合
う
こ
と
は
尊
厳
あ
る
自
己

を
自
覚
す
る
場
と
も
な
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
尊
厳
あ
る
自
己
と

は
真
に
一
致
し
て
、
統
一
さ
れ
た
個
人
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
対
す

る
独
自
性
と
一
回
性
を
有
す
る
、
責
任
あ
る
自
己
の
こ
と
だ
。

　

絆
と
い
う
言
葉
を
最
近
で
は
良
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東

日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
二
〇
一
一
年
の
今
年
の
漢
字
も
ま
た
、

「
絆
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
は
ど
こ
ま
で
こ
の
絆
と
い
う
言

葉
を
深
く
理
解
し
て
使
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
Ａ
・
ア
ド
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
全
て
の
人
間
は
三
つ
の
絆
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の

三
つ
の
絆
を
筆
者
な
り
の
意
訳
も
加
え
て
表
現
す
る
と
、（
１
）
世

界
と
の
絆
、（
２
）
社
会
と
の
絆
、（
３
）
あ
な
た
と
の
絆
、
こ
の
三

つ
の
絆
を
指
し
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
目
の
世
界
と
の
絆
と
は
、
フ
ロ

ム
が
第
一
次
的
な
絆
、
楽
園
と
呼
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る
と
言
っ
て

も
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
発
達
心
理
学
に
お
け
る
乳
幼
児
期
の
基
本

的
信
頼
に
も
近
い
概
念
で
あ
る
。
世
界
と
の
絆
を
ア
ド
ラ
ー
は
こ
う

定
義
し
て
い
る
。

　
　

 　

き
ず
な
の
最
初
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
地

球
と
い
う
憐
れ
な
惑
星
の
上
に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
居
住
の
場
が
提
示
す
る

も
ろ
も
ろ
の
制
約
や
可
能
性
の
下
で
発
展
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
、
地

球
上
の
わ
れ
わ
れ
個
々
人
の
生
活
を
継
続
し
、
人
類
の
未
来
を

確
か
な
も
の
に
し
う
る
よ
う
な
仕
方
で
発
展
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
17

。 

　　

そ
し
て
次
に
第
二
の
絆
、
社
会
と
の
絆
に
つ
い
て
は
こ
う
述
べ
て

い
る
。

　
　

 　

わ
れ
わ
れ
だ
け
が
人
類
の
成
員
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
周

囲
に
は
他
の
人
々
が
い
る
し
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
と
の
交
わ
り

の
な
か
で
生
き
て
い
る
18

。

　

こ
う
し
た
第
一
、
第
二
の
絆
に
対
し
て
、
ア
ド
ラ
ー
の
言
に
よ
れ

ば
男
女
、
も
し
く
は
愛
と
結
婚
の
問
題
に
属
す
る
の
が
第
三
の
絆
で

あ
る
。
よ
り
特
別
な
他
者
と
の
絆
と
い
う
意
味
で
は
、
第
三
の
絆
は

「
あ
な
た
と
の
絆
」
と
表
現
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
三
つ
の
絆
を
結
ん
で
い
く
こ
と
で
、
我
々
は
共
同
体
感

覚
19

を
持
っ
た
責
任
と
尊
厳
を
伴
っ
た
自
己
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
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が
可
能
と
な
る
。
ア
ド
ラ
ー
は
そ
う
し
た
共
同
体
感
覚
を
更
に
、
仲

間
感
（fellow

 feelings

）
と
社
会
的
関
心
（social interest

）
で

あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
ア
ド
ラ
ー
の
こ
う
し
た
指
摘
は
、
オ
ル
テ

ガ
が
生
は
動
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
高
貴
な
る
義

務
（noblesse oblige

）
の
中
に
生
き
る
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
姿
勢
、
ま
た
フ
ロ
ム
が
「
自
分
の
生
は
、
自
分
を
超
え
る
何
か

に
奉
仕
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
生
と
し
て
の
意
味
を
持
た
な
い
の

で
あ
る
。」
20

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
相
通
じ
て
い
る
。

　

そ
し
て
本
論
の
最
後
に
、
精
神
科
医
の
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
研

究
を
通
し
て
、
西
洋
に
お
け
る
死
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
関
係
性
を

改
め
て
整
理
す
る
と
共
に
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
思
考
と
態
度

の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

フ
ラ
ン
ク
ル
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
生
ま
れ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
お

け
る
強
制
収
容
所
を
自
ら
体
験
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
ま
さ
に
彼
の

思
想
そ
の
も
の
が
、
死
と
創
造
の
表
裏
一
体
の
関
係
性
を
究
極
的
に

物
語
る
事
実
の
一
つ
で
あ
る
訳
だ
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
提
唱
し
た
実

存
分
析
の
発
想
の
根
幹
は
、
全
て
の
可
能
性
や
尊
厳
を
剥
奪
さ
れ
、

た
だ
死
を
待
つ
し
か
な
い
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
に
陥
っ
た
時
に
お

い
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
生
き
る
こ
と
に
希
望
は
あ
る
の
か
、
意
味

は
あ
る
の
か
、
価
値
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
掛
け
が
そ
の
土
台

と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ま
ず
、
価
値
体
系
を
三
つ
に
類
型

化
し
た
。
そ
れ
は
創
造
価
値
、
体
験
価
値
、
そ
し
て
態
度
価
値
で
あ

る
。
こ
の
三
つ
の
価
値
体
系
の
違
い
に
つ
い
て
、
少
し
長
く
な
る
が

フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　
　

 　

創
造
価
値
は
行
動
に
よ
っ
て
実
現
化
さ
れ
、
体
験
価
値
は
世

界
（
自
然
、
芸
術
）
の
受
動
的
な
受
容
に
よ
っ
て
自
我
の
中
に

現
実
化
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
態
度
価
値
は
或
る
変
化
し
え

な
い
も
の
、
或
る
運
命
的
な
も
の
、
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
到
る
と
こ
ろ
、
実
現
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
い
か
に
か
か
る
運
命
的
な
も
の
を
自

ら
に
引
き
う
け
る
か
と
い
う
様
式
に
お
い
て
、
計
り
難
く
豊
か

な
価
値
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
創
造
や
人
生

の
喜
び
の
中
に
価
値
は
求
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
苦

悩
に
お
い
て
す
ら
価
値
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
21

。

　

上
述
し
た
三
つ
の
価
値
体
系
の
土
台
と
な
る
根
幹
の
価
値
と
し

て
、
彼
は
態
度
価
値
を
置
い
て
い
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
本
質
と

は
ま
さ
に
、
こ
の
態
度
価
値
そ
の
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
ま

た
態
度
価
値
は
苦
悩
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
し
、
苦

悩
は
我
々
を
無
感
動
と
い
う
名
の
心
理
的
凝
固
か
ら
護
っ
て
く
れ
て

い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
生
き
る
意
味
に
対
す
る
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
回
と
し
て
こ
う
綴
っ
て
い
る
。
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生
命
自
身
が
人
間
に
問
い
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は

問
い
を
発
す
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
生
命
に
よ
っ
て
問
わ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
生
命
に
答
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
22

。 

　　

こ
う
し
た
考
え
方
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
運
命
な
き
自
由
は
不
可
能

で
あ
る
。
自
由
は
た
だ
運
命
に
対
す
る
自
由
で
の
み
あ
り
う
る
」
23

と
い
う
表
現
を
使
い
、
違
っ
た
角
度
か
ら
も
説
明
を
加
え
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
意
味
の
問
い
掛
け
に
対
す
る
逆
説
的
発
想
は
、
強
制
収

容
所
と
い
う
極
限
状
態
の
中
で
、
そ
れ
で
も
希
望
を
失
う
こ
と
の
な

か
っ
た
人
々
の
姿
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
そ
の
奥
底
に
あ
る
深

い
信
仰
心
の
発
露
を
感
じ
取
っ
た
と
共
に
、
運
命
に
対
し
て
な
ぜ
を

問
い
か
け
る
の
で
は
な
く
、
運
命
か
ら
の
問
い
掛
け
に
応
え
て
い
く

と
い
う
、
責
任
性
存
在
と
し
て
の
尊
厳
あ
る
自
己
を
感
じ
取
っ
た
も

の
で
あ
る
。
更
に
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
苦
悩
に
価
値
を
見
出
し
て
い
く

根
本
的
な
力
の
源
泉
を
、
誰
し
も
が
持
つ
一
回
性
と
独
自
性
に
裏
打

ち
さ
れ
た
、
意
識
性
存
在
と
し
て
の
尊
厳
あ
る
自
己
、
言
葉
を
変
え

れ
ば
、
生
き
る
意
味
と
し
て
の
使
命
を
自
覚
し
た
人
間
存
在
に
置
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
ル
は
更
に
、
フ
ロ
イ
ト
や
ア
ド
ラ
ー
の
思
想
を
批
判
的

に
発
展
さ
せ
つ
つ
、
彼
ら
の
思
想
は
そ
れ
ぞ
れ
意
識
性
存
在
と
し
て

の
自
己
、
ま
た
責
任
性
存
在
と
し
て
の
自
己
、
と
い
う
一
面
の
み
を

捉
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
「
人
間
存
在

は
意
識
性
存
在
と
責
任
性
存
在
を
意
味
す
る
」
24

と
述
べ
、
そ
の
両

義
を
兼
ね
備
え
た
存
在
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
、
基
本
的
な
人
間
観

を
提
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
人
間
は
誰
人
に
も
代
え
難
い
独
自

性
を
有
し
、
な
お
か
つ
、「
今
、
こ
こ
」
と
い
う
時
は
戻
る
こ
と
は

な
く
、
一
人
一
人
の
人
生
は
常
に
一
回
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
人
間
存
在
の
実
存
の
意
味
を
決
定
的
に
規
定
し
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
人
間
が
持
つ
独
自
性
や
一
回
性

は
、
人
生
に
永
遠
の
未
完
性
と
自
己
課
題
性
を
付
与
し
、
人
間
が
真

に
意
識
性
存
在
、
責
任
性
存
在
で
あ
る
時
の
「
生
」
は
、
そ
れ
自
体

で
そ
れ
以
上
還
元
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
価
値
を
有
し
て
い
る
と
し

た
。

　

こ
う
し
た
思
考
に
基
づ
い
て
フ
ラ
ン
ク
ル
が
提
起
す
る
と
こ
ろ
の

使
命
と
は
、
ア
ド
ラ
ー
の
提
唱
し
た
状
況
価
値
と
い
う
考
え
方
を
援

用
し
つ
つ
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
例
え
と
し
て
、
固
定
的
な
使
命
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
将

棋
の
名
人
に
最
も
有
効
な
一
手
を
問
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
使
命

も
ま
た
制
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
フ
ラ

ン
ク
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
運
命
と
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
、
如
何

と
も
し
難
く
受
け
入
れ
る
し
か
手
段
の
な
い
事
柄
、
と
は
理
解
さ
れ

て
い
な
い
。
運
命
に
対
し
て
毅
然
と
立
ち
向
か
っ
て
い
く
態
度
に
よ

り
、「
そ
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
克
服
し
た
り
形
成
し
た
り
し
な
が

ら
超
越
す
る
」
25

こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
運
命
は
使
命
へ
と
変
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じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
力
強
い
態
度
価
値
、
つ
ま
り
自
ら
の
中
に
一
回
性
や
独

自
性
を
見
出
し
つ
つ
、
運
命
と
い
う
名
の
苦
悩
を
使
命
へ
と
変
じ
て

い
く
力
は
、
死
と
向
き
合
う
こ
と
で
育
ま
れ
て
い
く
と
フ
ラ
ン
ク
ル

は
強
調
す
る
。
そ
れ
は
主
著
「
死
と
愛
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
も
込

め
ら
れ
た
、
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
を

「
終
末
へ
の
存
在
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
彼
の
重
要
視
す
る
人
間
存

在
の
一
回
性
と
独
自
性
は
そ
れ
ぞ
れ
、
有
限
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と

こ
ろ
の
死
、
ま
た
人
が
運
命
と
向
き
合
う
こ
と
と
対
応
関
係
に
あ
る

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
う
述
べ
て
い

る
。

　
　

 　

時
間
的
な
有
限
性
と
し
て
の
生
命
の
こ
の
有
限
性
は
生
命
を

無
意
味
に
し
な
い
で
、
反
対
に
す
で
に
み
た
ご
と
く
死
は
生
命

を
有
意
味
に
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
の
運
命
は
繰
り
返

さ
れ
な
い
。
何
人
も
彼
と
同
じ
可
能
性
を
有
せ
ず
、
彼
自
身
も

そ
れ
を
再
び
持
つ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
彼
が
運
命
的
な
も
の

に
お
い
て
遭
遇
す
る
創
造
的
あ
る
い
は
体
験
的
価
値
実
現
の
機

会
や
、
彼
が
変
更
し
え
な
く
て
態
度
価
値
の
意
味
に
お
い
て
耐

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
独
自
的
で
あ
り
且
つ

一
回
的
な
の
で
あ
る
26

。 

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
時
間

的
な
有
限
性
が
人
生
に
一
回
性
を
与
え
、
制
約
と
し
て
の
運
命
こ
そ

が
我
々
一
人
一
人
の
掛
け
替
え
の
な
い
独
自
性
を
つ
く
り
だ
し
、
生

の
究
極
的
価
値
と
自
尊
感
情
を
育
ん
で
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
援
用
し
て
来
た
様
々
な
思
想
家
は
、
思
想
家
で
あ
る

と
同
時
に
、
自
ら
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
基
づ
い
た
社
会
運
動
家
で

あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
い
て
も
、

彼
は
思
想
家
で
あ
り
、
療
法
家
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の

提
唱
し
た
実
存
分
析
を
確
立
す
る
と
い
う
形
で
、
そ
の
使
命
は
全
う

さ
れ
た
の
だ
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
実
存
分
析
の
使
命
を
こ
う
述
べ
る
。

　
　

 　

わ
れ
わ
れ
が
患
者
に
或
る
生
命
内
容
を
与
え
、
生
活
の
中
に

目
的
を
見
出
さ
し
め
、
換
言
す
れ
ば
、
或
る
使
命
を
見
出
さ
し

め
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
に
初
め
て
、
彼
ら
は
生
命
を
無
条

件
の
価
値
と
み
な
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
意
味
を
も
っ
て
い

る
も
の
と
思
う
よ
う
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。生
き
る
べ
き「
何

故
」
を
知
っ
て
い
る
者
は
殆
ど
す
べ
て
の
「
い
か
に
」
に
耐
え

る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
言
っ
て
い
る
27

。

　

死
と
向
き
合
う
こ
と
で
使
命
に
生
き
抜
く
責
任
と
尊
厳
を
伴
う
自

己
が
育
ま
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
本
質
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
を
机
上
で
述
べ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
易
し
い
。
た
だ
そ
れ

だ
け
で
は
、
筆
者
の
責
任
も
ま
た
全
う
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
は

確
か
に
、
未
曽
有
の
自
然
災
害
や
戦
争
の
中
で
顕
在
化
さ
れ
て
来
る

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
人
々
の
気
付
き
や
繋
が

り
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
非
日
常
は
漫
然
と
過
ぎ
行
く

に
任
せ
る
し
か
な
く
、
死
は
逆
に
終
末
論
や
厭
世
主
義
を
振
り
撒
く

諸
刃
の
剣
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
だ
。
た
だ
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、

大
き
な
時
代
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
、
人
類
の
文
明
そ
れ
自
体
が

あ
る
局
面
に
入
っ
て
来
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。文
明
も
ま
た「
終

末
へ
の
存
在
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
．
仏
教
に
お
け
る
死
生
観

　

終
わ
り
に
東
洋
思
想
、
就
中
、
仏
教
の
視
座
は
ど
う
「
死
と
私
」

を
捉
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
残
し
た
最
期
の
言
葉
は
「
も
ろ
も
ろ
の

事
象
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
。
怠
る
こ
と
な
く
修
行
を
完
成
な
さ

い
」
28

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
磔
刑
に
お
い

て
、自
身
の
死
に
対
す
る
疑
問
と
葛
藤
を
神
に
問
う
た
姿
に
対
し
て
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
最
期
は
あ
ま
り
に
も
対
比
的
で
あ
る
。
こ
う

し
た
東
洋
と
西
洋
が
育
ん
だ
世
界
宗
教
の
始
祖
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ま

り
に
も
対
比
的
な
終
末
の
姿
に
、
東
洋
と
西
洋
の
「
死
と
私
」
に
対

す
る
象
徴
的
な
思
考
と
態
度
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
よ
う
。

　

仏
教
に
お
い
て
生
と
死
は
共
に
、
宇
宙
や
生
命
を
貫
く
根
本
の
法

（dharm
a

）の
状
態
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
違
っ

た
角
度
か
ら
論
じ
れ
ば
、
法
は
生
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
で
も
な

く
、
死
に
よ
っ
て
終
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
を
貫

く
根
本
の
法
は
無
始
無
終
の
法
則
で
あ
り
、
道
理
で
あ
る
。
こ
の

法
を
修
行
に
よ
っ
て
覚
悟
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
生
と
死
を
超
越

し
た
彼
岸
性
を
体
得
す
る
と
同
時
に
、
生
と
死
に
囚
わ
れ
な
い
此
岸

性
を
も
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
常
に
世

の
無
常
を
説
き
、
弟
子
達
の
生
と
死
へ
の
執
着
を
取
り
払
お
う
と
努

め
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
法
の
結
論
は
い
つ
も
、「
今
、
こ
こ
」

に
お
い
て
最
大
限
に
向
上
し
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
、

生
と
死
に
囚
わ
れ
な
い
此
岸
性
の
強
調
で
終
わ
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
修
行
の
完
成
の
先
に
無
常
観
を
体
得
す
る
こ

と
を
教
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
無
常
観
の
体
得
の
先
に
あ
る
更

な
る
修
行
の
実
践
を
奨
励
し
た
か
っ
た
の
だ
。
仏
教
に
お
け
る
生
と

死
を
超
越
し
た
彼
岸
性
の
強
調
は
あ
く
ま
で
、
生
と
死
に
囚
わ
れ
な

い
此
岸
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
。そ
う
し
た
姿
勢
は
、

若
き
弟
子
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
語
っ
た
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
以
下
の
言

葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
　

 　

い
か
な
る
修
行
僧
、
尼
僧
、
在
俗
信
者
、
在
俗
信
女
で
も
、

理
法
に
し
た
が
っ
て
実
践
し
、
正
し
く
実
践
し
て
、
法
に
し
た
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が
っ
て
行
っ
て
い
る
者
こ
そ
、
修
行
完
成
者
を
敬
い
、
重
ん
じ
、

尊
び
、
尊
敬
し
、
最
上
の
供
養
に
よ
っ
て
供
養
し
て
い
る
の
で

あ
る
29

。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
弟
子
達
に
望
ん
で
い
た
最
上
の
供
養
と
は
、

あ
く
ま
で
日
々
の
怠
る
こ
と
な
い
修
行
の
実
践
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
彼
岸
性
と
此
岸
性
を
透
徹
し
た
悟
り
の
境
地
に
到
達
し
、
そ
の
地

平
か
ら
因
縁
が
幾
重
に
も
織
り
込
ま
れ
た
こ
の
世
界
へ
と
改
め
て
目

を
向
け
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
ら
の
修
行
を
助
け
た
大
恩
あ
る
一

切
衆
生
が
煩
悩
と
執
着
に
身
を
焦
が
し
、
苦
悩
に
喘
い
で
い
る
姿
が

眼
前
に
広
が
っ
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
自
身
に
最
期
の
食

事
を
供
養
し
た
鍛
冶
工
の
子
チ
ュ
ン
ダ
に
対
し
て
、
最
期
の
食
事
を

供
養
し
て
し
ま
っ
た
チ
ュ
ン
ダ
の
深
い
後
悔
の
念
を
慮
り
な
が
ら
、

悟
り
を
助
け
た
大
い
な
る
果
報
と
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
賛
嘆
し
、
心

か
ら
の
感
謝
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
覚
者
（buddha
）
は
涅

槃
（nirvan

● a

）
か
ら
因
縁
の
地
平
へ
と
分
け
入
り
、
如
来
と
な
り
、

菩
薩
と
な
っ
て
、自
ら
も
苦
悩
の
因
縁
を
あ
え
て
引
き
受
け
な
が
ら
、

苦
悩
に
喘
ぐ
一
切
衆
生
も
ま
た
、
仏
と
し
て
誓
願
を
立
て
て
こ
の
世

に
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
か
す
た
め
に
、
寸
暇
を
惜

し
ま
ず
法
を
説
く
の
で
あ
る
。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
「
わ
た
し
は
自
己
に
帰
依
す
る
こ
と
を
な

し
と
げ
た
」
30

と
語
っ
て
い
る
が
、
生
と
死
の
捉
わ
れ
な
き
覚
者
は

自
身
の
胸
中
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
真
実
の
自
己
に
そ
の
身
を
捧
げ
て

い
た
。
無
常
観
の
強
調
を
通
し
て
奨
励
さ
れ
た
飽
く
な
き
修
行
の
実

践
の
中
で
獲
得
出
来
る
悟
り
の
境
地
と
は
、
言
う
な
れ
ば
瞬
間
に
湧

き
起
る
不
屈
の
使
命
感
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
心
に
遍
満
し
て
い
た
真
実
の
自
己
で
あ
り
、
人
々
を
教
え

導
い
た
慈
悲
と
智
慧
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
修
行
の
実
践
の

中
に
は
不
屈
の
使
命
感
へ
と
至
る
悟
り
の
原
因
と
そ
の
結
果
が
同
時

に
具
足
し
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
仏
教
に
お
け
る
彼
岸
性
と
此
岸
性

の
共
存
な
の
で
あ
る
。
更
に
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
「
お
前
た
ち
の

た
め
に
わ
た
し
が
説
い
た
教
え
と
わ
た
し
の
制
し
た
戒
律
と
が
、
わ

た
し
の
死
後
に
お
前
た
ち
の
師
と
な
る
の
で
あ
る
。」
31

と
述
べ
、
自

身
の
死
後
に
お
い
て
す
ら
、
自
ら
の
説
い
た
教
え
と
戒
律
が
師
と
な

り
、
人
々
を
救
い
続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
語
り
、
教
え
と
戒
律
に

基
づ
い
た
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
振
る
舞
い
は
、
修
行
僧
の
集
い
と

聖
者
の
流
れ
の
中
で
未
来
ま
で
も
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
同
時
に

明
か
し
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
胸
に
抱
い
て
い
た
不
屈
の

使
命
感
と
は
こ
の
よ
う
に
、
終
わ
り
と
始
ま
り
の
な
い
生
死
を
貫
い

た
久
遠
か
ら
の
誓
願
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、
煩
悩
や

執
着
は
一
切
衆
生
を
救
う
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
肯
定
さ
れ
、
自
由

自
在
に
生
か
さ
れ
、
動
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
慈
悲
と

智
慧
に
基
づ
く
全
体
の
働
き
を
指
し
て
仏
と
も
仏
法
と
も
表
現
さ
れ

る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
に
お
け
る
悟
り
の
世
界
観
に
し
っ
か
り
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立
脚
し
て
こ
そ
初
め
て
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
最
期
に
残
し
た
言

葉
の
持
つ
意
味
は
真
に
理
解
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
仏
法
者
と
し
て
そ
の
最
期
の
時
に
お
い
て

す
ら
、
人
々
に
如
何
に
し
て
法
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
想

い
悩
み
な
が
ら
、「
死
」
と
い
う
も
の
は
涅
槃
の
過
程
を
対
象
化
し

た
執
着
に
過
ぎ
な
い
と
諭
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
、
人
々
の
死
に
対

す
る
憂
い
を
世
の
無
常
と
修
行
の
奨
励
を
説
く
た
め
の
方
便
と
し
て

あ
え
て
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
末
期
の
時
に

お
い
て
、
ゆ
っ
く
り
と
段
階
を
踏
む
様
に
完
全
な
涅
槃
へ
と
入
っ
て

い
っ
た
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
死
の
過
程
を
弟
子
達
と
共
有
し
な

が
ら
、
死
と
い
う
も
の
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
涅
槃
の
過
程

を
断
片
的
に
切
り
取
っ
た
執
着
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
事
実
、
弟
子
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
師
匠
の
完
全
な
涅
槃
の
時

を
見
誤
り
、
諭
さ
れ
る
場
面
が
仏
典
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
死
を
悼
む
人
々
の
た
め
に
遺
骨
（
舎
利
）
を

分
配
し
て
ス
ト
ゥ
ー
パ
（
舎
利
塔
）
を
建
立
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、

師
の
臨
終
に
際
し
て
供
物
を
捧
げ
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
最

大
限
に
そ
の
功
徳
を
賛
嘆
し
た
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
よ
う

に
、
決
し
て
頭
ご
な
し
に
「
死
と
私
」
へ
の
執
着
を
否
定
し
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
肯
定
し
、活
用
し
て
い
こ
う
と
さ
え
す
る
。

こ
う
し
た
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
死
に
対
す
る
思
考
や
態
度
の
在
り

方
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
来
た
よ
う
な
死
を
肯
定
す
る
に
せ

よ
、
否
定
す
る
に
せ
よ
、
終
末
と
い
う
も
の
を
対
象
と
し
て
強
烈
に

意
識
し
続
け
て
来
た
西
洋
に
お
け
る
「
死
の
歴
史
」
と
は
様
相
の
異

な
る
、
仏
教
に
お
け
る
死
生
観
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

死
や
苦
悩
を
通
し
て
責
任
と
尊
厳
あ
る
自
己
を
確
立
し
、
理
不
尽

で
不
可
知
な
対
象
に
対
し
て
、
責
任
と
尊
厳
を
共
有
し
合
う
掛
け
替

え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
葛
藤
し
な
が
ら
も
他

者
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
、
見
返
り
の
な
い
無
償
の
愛
を
提
供
す
る

こ
と
を
至
上
の
も
の
と
考
え
て
来
た
西
洋
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
対

し
て
、
仏
教
に
お
け
る
自
己
同
一
性
（identity

）
と
い
う
も
の
は

極
め
て
曖
昧
で
あ
る
か
、時
や
機
に
応
じ
て
強
調
も
さ
れ
も
す
る
し
、

否
定
さ
え
も
さ
れ
得
る
も
の
だ
。
そ
う
し
た
未
分
化
で
無
分
別
な

自
己
の
中
か
ら
育
ま
れ
る
慈
悲
、
責
任
と
尊
厳
あ
る
自
己
を
確
立
し

て
い
く
中
か
ら
育
ま
れ
る
愛
、
こ
う
し
た
東
洋
と
西
洋
に
お
け
る
思

考
と
態
度
の
相
違
を
丁
寧
に
解
き
起
こ
し
て
い
く
作
業
を
通
し
て
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
的
な
臨
終
の
言

葉
の
違
い
を
読
み
解
く
鍵
が
見
え
て
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
の
更

な
る
知
的
探
究
の
積
み
重
ね
の
中
で
、
現
代
を
照
ら
す
東
洋
思
想
の

視
座
が
よ
り
は
っ
き
り
と
明
ら
か
と
な
っ
て
い
き
、
混
沌
と
し
た
死

の
文
明
の
そ
の
先
に
、
時
代
を
照
ら
す
生
命
文
明
と
い
う
大
光
が
輝

い
て
い
く
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
筆
者
の
新
た
な
挑
戦
へ
の
始
ま
り
と

し
て
、
こ
こ
に
論
を
終
え
た
い
。
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〈
注
〉

1  
仏
教
の
開
祖
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
ま
だ
釈
迦
族
の
王
子

で
あ
っ
た
頃
に
、
王
城
の
四
つ
の
門
で
老
人
、
病
人
、
死
者
、
修
行

者
に
出
会
い
、
そ
れ
を
契
機
に
出
家
を
決
意
し
た
と
す
る
伝
承
。

2  

緩
和
ケ
ア
と
は
、
癌
や
エ
イ
ズ
な
ど
の
治
療
が
比
較
的
に
困
難
と
さ

れ
る
病
気
に
対
し
て
行
わ
れ
る
、
身
体
的
、
精
神
的
な
苦
痛
を
和
ら

げ
る
た
め
の
ケ
ア
の
こ
と
で
あ
る
。

3  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
『
死
と
歴
史 

西
欧
中
世
か
ら
現
代
へ
』
み

す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、
二
四
七
頁
。

4  

Ｅ
・
Ｓ
・
シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
『
死
に
ゆ
く
時 

そ
し
て
残
さ
れ
る
も
の
』

誠
信
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
三
六
〜
三
七
頁
。

5 

シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
、
前
掲
書
、
七
三
頁
。

6 

ア
リ
エ
ス
、
前
掲
書
、
二
四
〜
二
五
頁
。

7 

ア
リ
エ
ス
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。

8  

小
松
美
彦
は
こ
う
し
た
中
世
以
降
に
顕
在
化
し
た
死
に
対
す
る
失
敗

や
幻
滅
と
い
っ
た
人
々
の
感
情
を
、「
早
す
ぎ
る
埋
葬
」
へ
の
恐
怖
と

し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
早
す
ぎ
る
埋
葬
」
へ
の
恐
怖
は
過
程

と
し
て
の
時
間
的
、
空
間
的
な
広
が
り
を
持
っ
た
こ
れ
ま
で
の
「
共

鳴
す
る
死
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
、
身
体
に
局
所
化
さ
れ
た
「
個

人
閉
塞
し
た
死
」
へ
と
変
貌
さ
せ
、
更
に
そ
う
し
た
傾
向
は
十
八
世

紀
以
降
、
医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
顕
著
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

9  

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
『
死
と
ど
う
向
き
合
う
か
』
日
本
放
送

出
版
協
会
、
一
九
九
六
年
、
二
七
頁
。

10  

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
十
六
世
紀
以
降
、
言
葉
と
物
と
が
隔
絶
さ

れ
て
い
く
「
物
と
語
の
切
り
離
し
」
が
起
こ
り
、
人
々
が
道
具
と
し

て
他
者
を
ま
な
ざ
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
個
人
に
お
け
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い

る
。

11  

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
『
大
衆
の
反
逆
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
五
年
、
一
七
頁
。

12 

同
書
、
四
七
頁
。

13 

Ｅ
・
フ
ロ
ム
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
創
元
新
社
、
一
九
六
五
年
、p29

。

14 

同
書
、
九
〇
頁
。

15  

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
フ
ロ
ム
が
指
摘
す
る
自
由
の
意

味
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
超
克
へ
の
要
請
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

16 

同
書
、
九
九
頁
。

17  

Ａ
・
ア
ド
ラ
ー
『
人
生
の
意
味
の
心
理
学
』
春
秋
社
、
一
九
八
四
年
、

四
頁
。

18 

同
書
、
五
頁
。

19  

ア
ド
ラ
ー
心
理
学
に
お
い
て
は
協
同
体
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
る
こ

と
も
多
い
が
、
本
論
で
は
共
同
体
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
と

し
た
。

20 

オ
ル
テ
ガ
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

21  

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
死
と
愛
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
、
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一
二
〇
頁
。

22 
同
書
、
七
三
頁
。

23 
同
書
、
八
九
頁
。

24 

同
書
、
五
頁
。

25 

同
書
、
八
九
頁
。

26 

同
書
、
八
七
〜
八
八
頁
。

27 

フ
ラ
ン
ク
ル
、
前
掲
書
、
六
五
頁
。

28 

中
村
元
訳『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』岩
波
文
庫
、一
九
八
〇
年
、一
六
八
頁
。

29 

同
書
、
一
三
五
頁
。

30 

同
書
、
一
〇
二
頁
。

31 

同
書
、
一
六
五
頁
。

〈
参
考
文
献
〉

ア
ド
ラ
ー
・
Ａ
『
人
生
の
意
味
の
心
理
学
』
春
秋
社
、
一
九
八
四
年
。

ア
リ
エ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
『
死
と
歴
史 

西
欧
中
世
か
ら
現
代
へ
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
八
三
年
。

ガ
セ
ッ
ト
・
イ
・
オ
ル
テ
ガ
『
大
衆
の
反
逆
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
五
年
。

キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
ロ
ス
・
Ｅ
『
死
ぬ
瞬
間
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
。

キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
ロ
ス
・
Ｅ
『
続
・
死
ぬ
瞬
間
―
死
、
そ
れ
は
成
長
の
最
終

段
階
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。

古
閑
博
美
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
概
論
』
学
文
社
、
二
〇
〇
三
年
。

小
松
美
彦
『
死
は
共
鳴
す
る 

脳
死
・
臓
器
移
植
の
深
み
へ
』
頸
草
書
房
、

一
九
九
六
年
。

ゴ
ー
ラ
ー
・
ジ
ェ
フ
リ
ー
『
死
と
悲
し
み
の
社
会
学
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、

一
九
九
四
年
。

ゴ
ー
ラ
ー
・
ジ
ェ
フ
リ
ー
『
日
本
人
の
性
格
構
造
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
。

シ
ュ
ナ
イ
ド
マ
ン
・
Ｅ
・
Ｓ
『
死
に
ゆ
く
時 

そ
し
て
残
さ
れ
る
も
の
』

誠
信
書
房
、
一
九
八
〇
年
。

新
改
訳
『
新
約
聖
書
』
日
本
聖
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
。

デ
ー
ケ
ン
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
『
死
と
ど
う
向
き
合
う
か
』
日
本
放
送
出
版

協
会
、
一
九
九
六
年
。

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
。

服
部
勝
人
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
原
論
』
内
外
出
版
、
二
〇
〇
四
年
。

フ
ラ
ン
ク
ル
・
Ｖ
・
Ｅ
『
死
と
愛
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
。

フ
ラ
ン
ク
ル
・
Ｖ
・
Ｅ
『
夜
と
霧
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

フ
ロ
ム
・
Ｅ
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
創
元
新
社
、
一
九
六
五
年
。

八
木
茂
樹
「『
歓
待
』
の
精
神
史 

北
欧
神
話
か
ら
フ
ー
コ
ー
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
彼
方
へ
」
講
談
社
選
書
、
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
七
年
。

山
口
昌
男
『
文
化
と
両
義
性
』
岩
波
現
代
文
庫
、
一
九
七
五
年
。
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唯
識
思
想
と
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洋
哲
学

■
研
究
ノ
ー
ト
Ⅰ
■

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員

　
森

　
田

　
浩

　
之

　

歴
史
的
に
も
理
論
的
に
も
、
哲
学
の
第
一
の
問
い
が
外
部
世
界
の

存
在
の
本
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、つ
ぎ
に
来
る
問
い
は
、

そ
の
存
在
を
人
間
が
知
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
前
者
は
存
在
論
ま
た
は
形
而
上
学
と
、
後
者
は
認
識
論
ま
た
は

現
代
英
米
哲
学
に
お
い
て
は
知
識
の
理
論
と
呼
ば
れ
る
。

　

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
問
い
は
別
々
に
探

究
さ
れ
て
き
た
が
、
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る

疑
義
提
出
を
受
け
て
カ
ン
ト
が
こ
の
順
番
を
逆
転
さ
せ
て
、ま
ず「
知

る
と
は
な
に
か
」
を
突
き
つ
め
る
こ
と
で
、
知
る
対
象
で
あ
る
外
界

の
存
在
の
形
而
上
学
的
位
置
づ
け
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。
カ
ン
ト

は
そ
れ
を
「
物
自
体
」
と
し
て
人
間
は
そ
の
本
性
を
知
り
え
な
い
と

し
た
が
、
そ
れ
で
も
人
間
の
知
識
と
い
う
視
点
か
ら
外
界
の
本
性
に

進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
面
で
カ
ン
ト
の
業
績
は
真
の
意
味
で
「
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
あ
と
近
代
大
陸
哲
学
は
認
識
論
を
通
じ
て
存
在
論
に
至
る
と

い
う
道
筋
に
は
入
ら
ず
、
古
代
・
中
世
的
な
形
而
上
学
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）

を
経
て
、
人
間
存
在
の
根
源
へ
と
問
い
を
進
め
て
い
っ
た
（
ニ
ー

チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
）。
こ
の
点
で
認
識
論
か
ら
存
在
論
に
向
う
と

い
う
カ
ン
ト
的
問
い
は
分
析
哲
学
と
名
づ
け
ら
れ
た
英
米
哲
学
が
引

き
継
ぐ
こ
と
な
る
。

　

分
析
哲
学
の
特
徴
は
言
語
論
的
転
回
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
カ
ン

ト
的
問
い
を
先
鋭
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
わ
れ
わ
れ
の

知
識
の
源
泉
を
感
性
、
悟
性
、
理
性
の
三
段
階
に
分
け
て
、
第
一
を

現
象
を
知
覚
す
る
直
観
的
知
識
、
第
二
を
複
数
の
現
象
を
束
ね
る
統

合
的
知
識
、第
三
を
悟
性
的
知
識
を
統
括
す
る
原
理
的
知
識
と
し
た
。

こ
の
際
、
認
識
の
順
序
と
し
て
最
初
に
来
る
の
が
具
体
的
な
対
象
を

伴
っ
た
現
象
的
知
識
で
あ
り
、
そ
の
知
識
の
具
体
的
な
あ
り
方
が
表

象
で
あ
る
。
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表
象
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
的
三
層
構
造
を

用
い
ず
に
追
究
し
た
の
が
分
析
哲
学
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
鍵
を
握
る

の
が
言
語
で
あ
る
。
分
析
哲
学
は
心
理
と
い
う
主
観
的
で
曖
昧
な
存

在
を
嫌
い
、
普
遍
性
と
客
観
性
を
維
持
す
る
た
め
に
哲
学
理
論
か
ら

人
間
の
心
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
出
て
き
た
の
が
思
考

（thought

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
人
間
の
心
と
外
界
の
事

物
と
は
異
な
る
第
三
の
次
元
（
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
）
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
科
学
時
代
の
哲
学
を
標
榜
す
る
英
米
の

思
想
家
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
も
し
す
べ
て
の
思
想
が
言
語
で
表
現
で
き
る
な
ら
ば
、
と

い
う
よ
り
は
、
も
し
人
間
の
思
考
の
す
べ
て
が
言
語
で
表
さ
れ
る
な

ら
ば
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
人
間
は
言
語
な
し
で
は
そ
も
そ
も
考
え
る

こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
心
理
＝
思
考
＝
言
語
と
な
っ
て

知
識
の
普
遍
性
・
客
観
性
が
充
た
さ
れ
る
。
く
わ
え
て
、
も
し
言
語

が
本
質
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
こ
そ
が
知
識
の
共
同
的
所
有
（
＝
間
主
観
性
）
を
保
証
す
る
後
ろ

盾
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
現
実
世
界
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
人
び
と
の
あ
い
だ
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
確
実
な
基
盤
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
現
象
を
め

ぐ
っ
て
複
数
の
人
び
と
が
異
な
っ
た
解
釈
を
し
、
あ
る
人
が
別
の
人

に
伝
え
た
気
に
な
っ
て
い
た
知
識
が
そ
の
別
の
人
に
と
っ
て
は
違
っ

た
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
認
識
は
普
遍
的
で
も
な
く
客

観
的
で
も
な
く
安
定
的
で
も
な
い
。さ
ら
に
一
九
六
〇
年
代
以
降（
と

く
に
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
『
科
学
革
命
の
構
造
』﹇
一
九
六
二
年
﹈

の
あ
と
）、集
団
ど
う
し（
ク
ー
ン
の
場
合
は
科
学
者
共
同
体
ど
う
し
）

の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
共
約
不
可
能
性
）
が
哲
学
者
の

あ
い
だ
で
も
自
明
の
理
と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
、
認
識
の
相
対
性
を
ど
う
理
論
づ
け
る
か
が
課
題
に
な
っ
た
。
し

か
し
実
際
に
は
、
こ
の
立
場
は
心
理
学
や
人
類
学
で
は
常
識
と
な
っ

た
が
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
は
ま
だ
認
識
の
相
対
性
を
基
礎
に
し
た

体
系
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
唯
識
思
想
の
先
駆
性
が
明
ら

か
に
な
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二
人
説
の
是
非
を
措
く
と
し
て
、
か

り
に
『
唯
識
二
十
論
』『
唯
識
三
十
論
』
を
新
師
の
作
と
す
る
な
ら
、

仏
教
は
二
一
世
紀
の
西
洋
哲
学
で
さ
え
到
達
で
き
な
か
っ
た
地
点

に
、
五
世
紀
の
時
点
で
辿
り
つ
い
て
い
た
。
こ
の
驚
愕
す
べ
き
事
実

を
西
洋
世
界
が
理
解
し
な
い
の
は
、
人
類
の
知
的
歴
史
に
と
っ
て
大

き
な
悲
劇
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

唯
識
は
「
瑜
伽
行
唯
識
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ガ
と

い
う
実
践
を
伴
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
し
こ
の

よ
う
な
ス
タ
ン
ス
が
西
洋
世
界
へ
の
思
想
的
輸
出
を
妨
げ
て
い
る
な

ら
ば
、
唯
識
思
想
を
西
洋
が
理
解
で
き
る
形
に
加
工
す
る
こ
と
も
、

ひ
と
つ
の
実
験
と
し
て
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

唯
識
思
想
の
な
か
で
西
洋
哲
学
の
概
念
・
理
論
に
対
応
す
る
も
の
を
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選
び
取
り
、
こ
れ
が
西
洋
世
界
で
も
通
用
す
る
存
在
＝
認
識
論
で
あ

る
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
（
以
下
は
中
公
文
庫
版
『
世
親
論
集
』
か

ら
引
用
）。
ま
ず
直
前
に
述
べ
た
認
識
の
相
対
性
に
関
し
て
、
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
の
詩
頌
に
注
釈
を
つ
け
た
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 　

個
々
別
々
の
対
象
物
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
理
解
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
相
互
に
矛
盾
し
た
理
解

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
い
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
（
の
対
象
物
）
が

相
互
に
矛
盾
し
た
性
質
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

虚
構
さ
れ
た
対
象
の
す
が
た
を
も
っ
て
（
顕
現
し
て
）
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、（
そ
の
）
対
象
は
存
在
し
な
い
、
と
理
解
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
（
唯
識
三
十
論　

一
四
五
頁
）。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
こ
の
事
実
を
所
与
の
も
の
と
し
て
、
ど
う
し

て
認
識
が
主
観
的
か
を
問
う
て
い
く
。
そ
の
際
、
カ
ン
ト
的
問
い
と

し
て
表
象
と
対
象
と
の
区
別
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
　

 　

事
物
に
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
悟
入
は
、
総
じ
て
も

の
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
到
達
し
う
る
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、
構
想
さ
れ
た
形
と
し
て
は
（
実
体
が
な
い
の
だ
と

知
っ
て
、
到
達
す
る
）。﹇
一
〇
ｄ
﹈

　
　

 　

愚
か
者
た
ち
は
、
主
観
・
客
観
と
い
う
よ
う
な
（
あ
り
も
し

な
い
、）
も
の
の
本
体
（
自
性
）
を
仮
構
（
遍
計
）
し
て
い
る
。

こ
の
構
想
さ
れ
た
形
と
し
て
は
も
の
は
実
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
仏
陀
た
ち
の
（
認
識
の
）
対
象
で
あ
る
よ
う

な
、
表
現
を
超
え
た
本
性
と
し
て
は
、
も
の
が
な
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、「
表
象
の
み
で
あ
る
こ
と
」
に

つ
い
て
も
、
人
は
、
そ
れ
が
（
主
観
と
い
う
）
も
う
一
つ
の
表

象
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
（
対
象
化
さ
れ
た
客
観
と
し
て
の
）
形

と
し
て
は
実
在
し
な
い
と
さ
と
る
の
で
あ
る
（
唯
識
二
十
論　

一
九
頁
）。

　

認
識
さ
れ
る
ま
で
対
象
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

バ
ー
ク
リ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
カ
ン
ト
的
物
自

体
を
認
め
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
問
わ
れ
る
べ

き
は
、
そ
の
真
の
姿
を
認
識
で
き
な
い
対
象
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

表
象
は
ど
う
創
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。分
析
哲
学
は「
表

象
」と
事
物
と
し
て
の「
対
象
」と
の
あ
い
だ
に「
概
念
」を
設
け
る
。

　

外
界
の
事
物
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
認
識
さ
れ
る
と
い
う
理
論
、
す

な
わ
ち
表
象
と
対
象
の
姿
は
一
対
一
の
対
応
関
係
に
あ
る
と
す
る
立

場
を
「
素
朴
実
在
論
」
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
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な
ら
ば
、
こ
の
見
方
は
あ
ま
り
に
も
単
純
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し

命
題
の
真
理
条
件
が
文
章
と
事
象
と
の
対
応
関
係
の
み
に
集
約
さ
れ

る
と
な
る
と
、
い
ま
こ
の
場
で
知
覚
で
き
な
い
対
象
に
関
す
る
命
題

の
真
偽
を
決
定
す
る
手
段
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
目
の
前

に
対
象
が
な
い
場
合
の
文
章
表
現
の
正
誤
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、

言
語
と
外
界
の
事
物
と
は
別
の
第
三
の
次
元
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

そ
こ
で
論
理
哲
学
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
の
が
セ
ン
ス
（
意
義
）

と
い
う
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
る
命
題
の
真
理
条
件
を
指
し
示
す

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
人
が
「
純
粋
理
性
批
判
に
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
と
す
る
と
、
こ
こ
で
い

う
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
具
体
的
な
紙
媒
体
の
物
質
の
こ
と
で
は
な

く
て
、
そ
の
物
質
が
代
表
し
て
い
る
思
想
内
容
の
こ
と
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
無
意
識
の
う
ち
に
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
が
、
日
常

生
活
に
お
い
て
そ
れ
を
明
言
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
で
同
じ
人
が

「
純
粋
理
性
批
判
を
電
車
の
な
か
に
忘
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
」
と
述

べ
た
と
す
る
と
、そ
れ
は
具
体
的
な
紙
媒
体
の
物
質
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
に
関
し
て
も
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
明
確

に
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
無
意
識
に
心
得
て
い
る
。

　

だ
か
ら
表
象
と
対
象
と
の
関
係
は
一
対
一
の
対
応
関
係
に
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
表
象
は
事
物
に
で
は
な
く
、
真
理
条
件
に
対
応
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
前
者
の
場
合
は
「
純
粋
理
性
批
判
は
思

想
内
容
の
こ
と
」
と
い
う
の
が
セ
ン
ス
で
あ
り
、
後
者
で
は
「
紙
媒

体
の
こ
と
」
と
い
う
の
が
セ
ン
ス
に
な
る
。
こ
れ
が
重
要
な
の
は
マ

イ
ケ
ル
・
ダ
メ
ッ
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
色
の
認
識
が
苦
手
の
人
で

も
「
色
」
の
な
ん
た
る
か
を
知
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
も
し
表
象

と
対
象
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、

色
を
知
覚
で
き
な
い
人
は
「
色
」
と
い
う
現
象
が
あ
る
こ
と
自
体
を

知
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ダ
メ
ッ
ト
は
言
う
。

　
　

 　

セ
ン
ス
と
、
色
言
語
の
対
象
と
の
あ
い
だ
の
区
別
、
ま
た
は

さ
ま
ざ
ま
な
色
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
概
念
と
、
物
質
の
表
面

の
性
質
た
る
色
そ
の
も
の
と
の
区
別
は
、
そ
れ
ゆ
え
や
は
り
必

要
で
あ
る
（D

um
m
ett p.89

）。

　

セ
ン
ス
は
フ
レ
ー
ゲ
以
来
の
概
念
だ
か
ら
、
西
洋
哲
学
で
は

一
〇
〇
年
く
ら
い
の
歴
史
し
か
な
い
が
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と

は
す
で
に
唯
識
学
派
で
語
ら
れ
て
い
た
。

　
　

  

「
概
念
的
構
想
」
と
は
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
対
象
の
そ
れ
ぞ
れ

を
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
理
解
さ
せ
る
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ

る
。
…
…
い
ま
こ
こ
に
あ
る
対
象
と
は
、
い
ま
こ
こ
に
知
覚
さ

れ
思
考
さ
れ
て
い
る
対
象
の
こ
と
で
あ
る
。（
そ
の
よ
う
な
、

い
ま
こ
こ
に
あ
る
対
象
の
）
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
理
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解
さ
せ
る
概
念
と
は
、
そ
の
（
い
ま
こ
こ
に
あ
る
対
象
）
に
特

徴
的
な
性
質
の
こ
と
で
あ
っ
て
、（
こ
れ
は
）
青
い
も
の
で
あ

る
と
か
、（
こ
れ
は
）
黄
色
い
も
の
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う

に
、
い
ま
こ
こ
に
知
覚
さ
れ
思
考
さ
れ
て
い
る
対
象
の
そ
れ
ぞ

れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
確
定
す
る
よ
う
な
要
素
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
（
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
理
解
さ

せ
る
概
念
）を
構
成
す
る
こ
と
と
は
、こ
れ
は
青
い
も
の
で
あ
っ

て
、
黄
色
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
は
っ
き
り
と
（
概

念
を
）
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
（
唯
識
三
十
論　

六
九
頁
）。

　

セ
ン
ス
そ
れ
自
体
は
日
常
的
な
会
話
の
際
に
は
意
識
さ
れ
な
い

が
、
こ
れ
は
健
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
前
提
に

な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
西
洋
流
に
言
え
ば
、
複
数
の
人
び
と

が
認
識
を
共
有
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
命
題
が
「
真
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
命
題
が
真
理
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
が
セ

ン
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
セ
ン
ス
と
い
う
要
因
は
人
間
が
頭
の
な
か
に
想
い
浮
か
べ

て
い
る
命
題
を
言
語
化
す
る
、
す
な
わ
ち
文
章
化
す
る
こ
と
を
前
提

に
成
り
立
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
人
間
の
思
考
は
す
べ
て
言
語
化
で

き
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
人
間
は
言
語
を
通
じ
て
思
考
し
て
い

る
か
ら
、
そ
の
共
同
主
観
的
な
文
章
の
「
真
／
偽
」
を
決
め
る
セ
ン

ス
は
思
考
の
言
語
化
に
お
い
て
は
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。

　

西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
不
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
認
識
の
相

対
性
や
主
観
性
に
つ
い
て
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
け

で
な
く
、
認
識
の
際
に
言
語
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
言

語
を
分
析
す
る
こ
と
で
知
識
を
解
明
で
き
る
と
い
う
立
場
に
至
っ
た

人
が
近
代
ま
で
、
主
流
派
の
な
か
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
言
語
分
析
が
哲
学
の
中
心
課
題
に
な
る
た
め
に
は
、
や
は
り

分
析
哲
学
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
先
駆
的
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

人
間
存
在
に
つ
い
て
も
、
諸
存
在
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
（
言
語
表
現
に
も
と
づ
く
）
仮
構
存
在
（
仮
説
、
仮
施
設
）

が
存
在
し
て
い
る
。﹇
一
ａ
ｂ
﹈

　
　

 　

こ
れ
ら
は
、（
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
）
変
化
し
つ
つ
生
成

す
る
識（
識
転
変
）に
お
い
て（
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
）。﹇
一

ｃ
﹈（
唯
識
三
十
論　

四
一
頁
）

　

こ
の
詩
頌
を
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
　

 　

人
間
存
在
と
諸
存
在
と
に
つ
い
て
の
（
言
語
表
現
に
も
と
づ

く
）
仮
構
存
在
と
は
、
人
間
存
在
と
諸
存
在
と
が
さ
ま
ざ
ま
な

言
語
表
現
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
ま
た
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
仮
象
（
仮
立
）
と
諸
存
在
に
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つ
い
て
の
仮
象
と
い
っ
て
も
よ
い
。
…
…
人
間
存
在
に
つ
い
て

の
（
言
語
表
現
に
も
と
づ
く
）
仮
構
存
在
と
は
、
自
我
、
生
命

あ
る
も
の
、
生
き
物
、
人
類
、
人
間
な
ど
で
あ
る
。
諸
存
在
に

つ
い
て
の
（
言
語
表
現
に
も
と
づ
く
）
仮
構
存
在
と
は
、
迷
い

の
個
体
存
在
（
蘊
）、
認
識
す
る
存
在
（
界
）、
知
覚
す
る
存
在

（
処
）、物
質
（
色
）、感
情
（
受
）、概
念
作
用
（
想
）、行
為
（
行
）、

識
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の（
言
語
表
現
に
も
と
づ
く
）

仮
構
存
在
は
、
二
つ
な
が
ら
、「（
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
）
変

化
し
つ
つ
生
成
す
る
識
に
お
い
て
（
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
）」

に
す
ぎ
な
い
。
第
一
義
的
な
（
物
自
体
と
し
て
の
）
人
間
存
在

と
諸
存
在
に
（
も
と
づ
い
て
い
る
の
）
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

の
論
拠
は
な
ん
で
あ
る
か
。
諸
存
在
と
人
間
存
在
と
が
、
変
化

し
つ
つ
生
成
す
る
識
と
無
関
係
に
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
（
唯
識
三
十
論　

四
一
頁
）。

　

西
洋
世
界
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
仏
教
哲
学
は

一
般
大
衆
に
浸
透
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
元
凶
は
漢
字
の

多
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
の
引
用
は
実
在
に
関
す
る
三
性
の

説
明
で
あ
る
が
、
一
見
、
玄
奘
訳
に
も
と
づ
く
仏
教
用
語
の
晦
渋
さ

に
圧
倒
さ
れ
る
と
し
て
も
、
中
身
は
難
解
で
は
な
い
。

　
　

 　

言
語
的
表
示
は
、
妄
想
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
）
の
本
質

で
あ
り
、
言
語
的
に
表
示
す
る
主
体
が
、
他
の
も
の
（
す
な
わ

ち
、
他
に
よ
る
も
の
、
依
他
起
性
）
の
本
質
で
あ
り
、
言
語
的

表
示
の
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、も
う
一
つ
の
他
の
自
性（
す

な
わ
ち
、
完
全
に
成
就
さ
れ
た
も
の
、
円
成
実
性
）
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。﹇
二
三
﹈（
三
性
論　

二
一
七
頁
）

　

認
識
す
る
主
体
と
認
識
さ
れ
る
事
物
の
両
者
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

「
表
象
」
と
「
対
象
」
が
創
造
さ
れ
（
依
他
起
性
）、
そ
の
対
象
の

あ
り
方
（
＝
表
象
）
は
認
識
者
の
主
観
（
勝
手
気
ま
ま
な
見
方
）
に

過
ぎ
ず
（
遍
計
所
執
性
）、
そ
う
い
う
束
縛
か
ら
逃
れ
た
と
き
に
物

事
の
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
（
円
成
実
性
）
と
い
う
説
明
は
、
じ
つ

は
容
易
に
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
理
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
言
語
で
表
現
さ
れ

て
い
る
事
象
は
そ
こ
に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
存
在
し
て
い
る
と
信
じ
て

は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
る
こ
と
が

許
容
さ
れ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
知
り

え
な
い
物
自
体
の
一
面
、
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
の
断
片
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ス
テ
ィ
ラ

マ
テ
ィ
は
西
洋
形
而
上
学
の
「
実
体
／
属
性
」
に
相
当
す
る
概
念
を

用
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
釈
を
つ
け
る
。

　
　

 　

こ
と
ば
の
第
一
義
的
な
対
象
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。（
そ
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の
こ
と
ば
の
第
一
義
的
な
対
象
が
な
ん
で
あ
る
に
せ
よ
、）
そ

れ
の
自
体
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
が
知
り
、
言
語
表
現
が
言
い
あ
ら

わ
す
と
こ
ろ
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
説

明
す
る
と
、
…
…
知
が
知
り
、
言
語
表
現
が
言
い
あ
ら
わ
し
て

い
る
の
は
、（
あ
る
一
つ
の
個
物
の
自
体
で
は
な
く
し
て
、
白

い
な
ど
の
）
属
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
の
（
個
物
、
す
な
わ

ち
そ
れ
ら
の
性
質
の
）
基
体
と
し
て
の
存
在
の
み
で
あ
る
。
そ

の
（
個
物
、
す
な
わ
ち
基
体
存
在
の
）
自
体
を
直
接
に
経
験
す

る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
は
な
く
（
し
て
、

そ
れ
ら
の
自
体
を
直
接
に
経
験
す
る
）
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も

属
性
な
る
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
誤
謬
が
帰
結
す
る
で

あ
ろ
う
。
か
く
い
う
こ
と
が
で
き
る
根
本
の
理
由
は
、
も
し
知

と
言
語
表
現
を
除
外
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
外
に
こ
と
ば
の

対
象
の
自
体
を
概
念
的
に
把
握
す
る
認
識
手
段
が
存
在
し
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
こ
と
を
ど
う
し

て
も
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
個
物
、
す
な
わ
ち
）
基

体
存
在
の
自
体
を
直
接
的
に
知
る
知
も
、
そ
れ
を
直
接
的
に
言

い
あ
ら
わ
す
言
語
表
現
も
存
在
し
な
い
ゆ
え
に
、（
そ
の
よ
う

な
個
物
、
す
な
わ
ち
基
体
存
在
と
し
て
の
）
こ
と
ば
の
第
一
義

的
な
対
象
は
存
在
し
な
い
、
と
（
唯
識
三
十
論　

五
一
頁
）。

　

そ
こ
で
つ
ぎ
に
問
う
べ
き
は
、
表
象
を
創
り
だ
す
原
因
が
認
識
主

体
の
側
に
あ
る
な
ら
ば
、
対
象
を
そ
の
よ
う
に
見
さ
せ
て
い
る
認
識

枠
組
み
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
、
感
性
レ
ベ
ル
の
時
空
の
概
念
、
悟
性
と
し
て
の
因

果
律
な
ど
、
さ
ら
に
悟
性
ど
う
し
を
結
び
つ
け
る
理
性
を
挙
げ
、
そ

れ
ら
は
最
初
の
時
点
で
神
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り

先
天
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
唯
識
の
場
合
に
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い

う
概
念
を
用
い
て
、
過
去
の
行
い
の
積
み
重
ね
を
強
調
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
少
々
の
誤
読
を
許
容
す
る
な
ら
ば
、
充
分
、
西
洋
哲
学

内
で
通
用
す
る
理
論
に
変
換
で
き
る
。
要
す
る
に
人
生
に
お
け
る
経

験
の
集
積
と
し
て
の
、
そ
の
人
の
世
界
認
識
の
あ
り
方
、
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
常
識
的
な
観
点
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
す
る

な
ら
ば
、
深
層
心
理
を
持
ち
だ
す
こ
と
も
な
く
、
唯
識
の
認
識
論
を

西
洋
流
に
解
釈
で
き
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
日
々
、
具
体
的
な
事
象
に
出
会
う
こ
と
で
物
の
見
方

を
豊
か
に
す
る
と
と
も
に
、
部
分
的
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ

を
「
世
界
観
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
世
界
観
は
い
ま
の
認
識
に
お

い
て
、
対
象
を
色
づ
け
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
安
定
的
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
認
識
行
為
ご
と
に
少
し

ず
つ
書
き
か
え
ら
れ
、
ま
た
は
大
き
な
出
来
事
に
遭
遇
す
れ
ば
、
激

し
い
変
動
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
唯
識
思
想
流
に
言
え
ば
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
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「
相
互
に
（
因
と
な
る
と
同
時
に
果
と
も
な
り
つ
つ
）
は
た

ら
き
合
っ
て
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

（
１
）
眼
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
識
な
ど
（
の
七
種
の
現
前
識
）

は
、（
現
前
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
）
み
ず
か
ら
（
に

類
似
し
た
果
を
あ
ら
し
め
る
と
こ
ろ
）
の
根
本
力
を
増
大
さ
せ

る
よ
う
に
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、（
そ
れ

ら
の
七
種
の
現
前
識
は
、
そ
の
よ
う
な
）
根
本
力
に
よ
っ
て
条

件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
し
つ
つ
生
成
す
る
ア
ー

ラ
ヤ
識
に
と
っ
て
の
因
で
あ
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
ば
あ
い
に

は
、七
種
の
現
前
識
が
因
で
あ
り
、ア
ー
ラ
ヤ
識
が
果
で
あ
る
。）

そ
し
て
、（
２
）
そ
の
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
生
成
す
る
ア
ー
ラ

ヤ
識
は
、眼
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
識
な
ど
（
の
七
種
の
現
前
識
）

を
生
成
さ
せ
る
因
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
ば
あ
い
に
は
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
が
因
で
あ
り
、七
種
の
現
前
識
が
果
で
あ
る
。）（
唯

識
三
十
論　

一
四
九
頁
）

　

整
理
す
れ
ば
、
人
間
は
い
っ
さ
い
の
先
入
観
な
し
に
事
象
に
対
面

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
認
識
す
る
前
に
す
で
に
頭
の
な
か
に
理

論
な
り
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
具
え
た
状
態
で
外
界
に
接
し
て
い
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
表
象
は
そ
の
認
識
枠
組
み
に
色
づ
け
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
認
識
枠
組
み
を
世
界
観
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
世
界

観
を
構
成
す
る
要
素
は
ひ
と
つ
に
は
そ
の
個
人
の
過
去
の
経
験
で
あ

る
が
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
も
の
と
し
て
、
他
人
か
ら
の
働
き
か
け

が
あ
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

 　

交
互
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
認
識
を
限
定

し
合
う
。﹇
一
八
ａ
ｂ
﹈

　
　

 　

す
べ
て
の
人
々
の
認
識
が
交
互
に
影
響
し
合
う
こ
と
に
応
じ

て
相
互
の
間
に
認
識
の
限
定
が
、
適
宜
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。

…
…
し
た
が
っ
て
、
あ
る
一
人
の
人
の
心
の
流
れ
に
属
す
る
特

殊
な
表
象
に
よ
っ
て
、
他
の
人
の
心
の
流
れ
の
上
に
特
殊
な
表

象
が
生
じ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
対
象
に
よ
っ
て

そ
う
な
る
の
で
は
な
い
（
唯
識
二
十
論　

二
九
頁
）。

　

以
上
は
都
合
よ
く
西
洋
哲
学
に
呼
応
す
る
部
分
だ
け
を
切
り
貼
り

し
た
だ
け
で
あ
る
た
め
、
仏
教
思
想
の
実
践
的
豊
さ
を
捨
象
し
た
と

し
て
〝
曲
解
〞
の
誹
り
は
免
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
資
料
自
身
に
語

ら
せ
る
と
い
う
手
法
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
西
洋
世
界
に
仏
教
哲
学
を

理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
価
値
あ
る
試
み
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〈
引
用
文
献
〉

『
世
親
論
集
』
中
公
文
庫
、
新
版
二
〇
〇
五
年
。

　

M
ichael D

um
m

ett, O
rigins of A

nalytical Philosophy, 
Bloom

sbury, 2014.
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中
世
・
肉
食
禁
止
時
代
に
お
け
る
い
わ
き
地
方
の
食
犬
の
一
例

■
研
究
ノ
ー
ト
Ⅱ
■

い
わ
き
短
期
大
学　

幼
児
教
育
科
教
授

　
山

　
崎

　
京

　
美

は
じ
め
に

　

イ
ヌ
は
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
最
も
古
い
家
畜
で
あ
り
、
そ
の

家
畜
化
は
後
期
旧
石
器
時
代
の
狩
猟
採
集
民
が
オ
オ
カ
ミ
を
馴
化
し

た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
新
石
器
時

代
に
な
り
、
ヒ
ツ
ジ
、
ヤ
ギ
、
ウ
シ
、
ブ
タ
な
ど
の
食
用
家
畜
が
作

ら
れ
る
が
、
イ
ヌ
は
狩
猟
犬
、
番
犬
、
使
役
犬
、
愛
玩
犬
、
食
用
犬
、

実
験
動
物
や
人
間
の
伴
侶
と
し
て
他
の
家
畜
に
は
な
い
特
異
な
地
位

を
有
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
と
イ
ヌ
と

の
特
別
な
関
係
は
、
両
者
の
間
に
あ
る
酷
似
す
る
社
会
構
造
や
狩
り

を
す
る
行
動
様
式
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（Clutton-

Brock 1987

）。 

そ
の
た
め
、
も
っ
と
も
人
間
に
近
い
イ
ヌ
は
そ
の

時
代
の
人
間
を
映
す
鏡
で
あ
り
、
イ
ヌ
の
歴
史
を
通
し
て
そ
の
時
代

の
人
間
の
姿
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
肉
食
禁
止
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
中
世

に
、
い
わ
き
市
の
中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
一
例
を
取
り
上

げ
、
当
時
の
人
と
イ
ヌ
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行

う
。

１
．
日
本
に
お
け
る
イ
ヌ
の
歴
史

　

日
本
列
島
で
発
見
さ
れ
る
イ
ヌ
の
祖
先
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
で
家
畜
化
さ
れ
、
人
間
に
伴
っ
て
列
島
内
に
持
ち
込
ま
れ

た
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
（
太
田 

一
九
八
〇
、
茂

原 

一
九
九
一
・
二
〇
〇
七
、
西
本 

一
九
八
三
・
二
〇
〇
八
、
松

井  

二
〇
〇
五
ａ
・
二
〇
〇
五
ｂ
、
山
崎 

一
九
八
五
・
二
〇
〇
七

な
ど
）、
最
新
の
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
・
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
・
日
本
在

来
犬
の
遺
伝
子
学
的
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
説
の
妥
当
性
が
証
明
さ

れ
て
い
る
（Ishiguro et al. 2009

）。
最
古
の
事
例
は
縄
文
時
代

早
期
の
神
奈
川
県
夏
島
貝
塚
や
愛
媛
県
上
黒
岩
岩
陰
遺
跡
で
あ
る
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が
、
後
者
は
最
新
の
形
態
・
年
代
測
定
・
食
性
分
析
な
ど
に
よ
り

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
埋
葬
さ
れ
た
最
古
例
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が

立
証
さ
れ
た
（K

om
iya et al. 2015

、Gakuhari et al. 2015 

）。

縄
文
時
代
の
イ
ヌ
は
狩
猟
犬
が
主
な
利
用
目
的
で
あ
っ
た
が
、
単

独
あ
る
い
は
人
と
と
も
に
埋
葬
さ
れ
る
例
や
土
製
品
に
表
現
さ
れ

る
例
な
ど
か
ら
、
当
時
の
イ
ヌ
は
人
間
に
近
い
存
在
と
し
て
精
神

的
存
在
で
も
あ
っ
た
（
内
山 

二
〇
一
四
、
金
子 

一
九
七
八
、
茂

原 

一
九
九
一
・
二
〇
〇
七
、
西
本 

一
九
八
三
・
二
〇
〇
八
、
松

井 

二
〇
〇
五
ａ
・
二
〇
〇
五
ｂ
、
山
崎 

一
九
八
五
・
二
〇
〇
七
）。

そ
の
後
、
弥
生
時
代
に
な
る
と
稲
作
農
耕
文
化
の
導
入
に
伴
っ
て
、

新
た
な
イ
ヌ
や
イ
ヌ
を
食
べ
る
習
慣
も
渡
来
す
る
な
ど
様
相
が
一

変
し
た
（
内
山 

二
〇
一
四
、
茂
原 

一
九
九
一
・
二
〇
〇
七
、
西

本 

一
九
八
三
・
二
〇
〇
八
）。
狩
猟
犬
も
い
た
が
、
埋
葬
例
が
ほ
と

ん
ど
な
く
な
り
、
奈
良
県
大
福
遺
跡
で
は
埋
葬
さ
れ
た
人
間
に
供
え

ら
れ
た
壺
の
中
に
解
体
さ
れ
た
イ
ヌ
の
骨
が
出
土
し
た
り
、
大
阪
府

亀
井
遺
跡
で
は
環
濠
部
に
無
造
作
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
り
し
た
。
ま

た
、
長
崎
県
原
の
辻
遺
跡
で
は
沿
海
州
や
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど

か
ら
多
く
の
系
統
の
犬
が
移
入
、
飼
育
さ
れ
、
外
敵
の
侵
入
を
知
ら

せ
、
威
嚇
す
る
番
犬
と
し
て
、
か
つ
島
嶼
部
の
人
々
の
貴
重
な
食
料

と
し
て
利
用
さ
れ
（
松
井 

二
〇
〇
五
ａ
・
ｂ
）、
続
縄
文
時
代
や

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
期
の
北
海
道
で
は
、
食
用
目
的
の
イ
ヌ
利
用
が

始
ま
っ
た
（
内
山 

二
〇
一
四
）。
古
代
以
降
は
イ
ヌ
の
出
土
例
は
少

な
く
な
る
が
、
古
墳
時
代
の
イ
ヌ
形
埴
輪
、
装
飾
須
恵
器
、
古
墳
石

室
や
横
穴
墓
室
の
壁
画
に
表
現
さ
れ
た
意
匠
か
ら
狩
猟
犬
が
存
在
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
狩
猟
は
こ
の
時
代
以
降
変
質
し
、
一

部
の
特
権
階
級
の
限
ら
れ
た
鷹
狩
や
犬
追
物
と
し
て
近
世
や
明
治
期

ま
で
継
続
す
る
が
、
後
者
で
は
イ
ヌ
が
狩
猟
さ
れ
る
側
と
な
る
な
ど

イ
ヌ
の
地
位
は
次
第
に
低
下
し
て
い
っ
た
（
内
山 

二
〇
一
四
、
西

本 

一
九
八
三
・
二
〇
〇
八
）。
狩
猟
犬
以
外
の
利
用
と
し
て
は
、
大

化
前
代
の
犬
養
部
が
飼
育
し
て
い
た
番
犬
や
（
黛 

一
九
六
五
）、
愛

玩
犬
も
存
在
す
る
一
方
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
残
飯
や
排

泄
物
、死
体
を
あ
さ
る
イ
ヌ
も
い
た
こ
と
が
文
学
作
品
や
文
献
史
料
、

ゴ
ミ
捨
て
場
か
ら
出
土
す
る
人
骨
に
イ
ヌ
の
咬
み
痕
が
確
認
さ
れ
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
な
っ
た
（
松
井 

二
〇
〇
五
ａ
）。
他
方
、
天

武
四
年
（
六
七
五
）
に
は
殺
生
肉
食
の
禁
止
令
と
し
て
「
牛
馬
犬
猿

鶏
の
宍
を
食
う
こ
と
莫
れ
。
以
外
は
禁
止
せ
ず
」
と
発
令
さ
れ
た
が

（『
日
本
書
紀
』）、
実
際
に
は
盛
ん
に
イ
ヌ
の
肉
を
食
べ
た
痕
跡
が

鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
多
く
の
遺
跡
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
（
内
山 

二
〇
一
四
、
西
本 

一
九
八
三
・
二
〇
〇
八
・
二
〇
一
〇
、

松
井 

二
〇
〇
五
ａ
・
ｂ
）。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
と
イ
ヌ
と
の
か

か
わ
り
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
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２
．
中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
に
つ
い
て

　

中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
は
福
島
県
い
わ
き
市
平
中
山
字
柿
ノ
目
・
赤
地

内
に
所
在
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
本
遺
跡
は
昭
和
六
十
二
年
に
い
わ
き

市
教
育
文
化
事
業
団
に
よ
り
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
奈
良
・
平
安
時

代
か
ら
中
世
、近
世
に
帰
属
す
る
水
田
跡
や
溝
、井
戸
、土
坑
、杭
跡
、

木
棺
墓
が
検
出
さ
れ
た
（
い
わ
き
市 

一
九
九
七
）。
イ
ヌ
が
発
見
さ

れ
た
の
は
、
十
六
世
紀
を
中
心
と
す
る
掘
立
柱
遺
構
や
土
坑
、
井
戸

な
ど
が
濃
密
に
分
布
す
る
中
の
、
十
一
号
土
坑
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

土
坑
は
直
径
5
・
92
ｍ
、
深
さ
０
・
94
ｍ
と
大
形
で
あ
り
、
中
か
ら

は
多
量
の
木
製
品
や
陶
磁
器
類
と
と
も
に
ニ
ワ
ト
リ
、
タ
ヌ
キ
、
イ

ヌ
、
ウ
マ
、
ウ
シ
？
な
ど
多
く
の
動
物
遺
存
体
が
発
見
さ
れ
た
（
山

崎 

一
九
九
七
）。
十
一
号
土
坑
の
時
期
は
十
六
世
紀
前
葉
か
ら
中
葉

に
比
定
さ
れ
る
。
動
物
遺
存
体
の
中
で
最
も
多
く
出
土
し
た
の
は
イ

ヌ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、出
土
し
た
状
態
や
部
位
か
ら
最
小
個
体
数（
Ｍ

Ｎ
Ｉ
）
で
三
個
体
分
の
イ
ヌ
を
含
む
が
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
通

常
の
解
剖
学
的
位
置
を
保
つ
埋
葬
と
は
異
な
り
、
頭
部
（
図
１
上
）

や
四
肢
骨
お
よ
び
脊
椎
骨
（
図
１
下
）
は
ま
と
ま
り
を
も
つ
が
ば
ら

ば
ら
の
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
骨
を
よ
く
観
察
す
る
と
、

人
為
的
に
切
断
さ
れ
、
切
り
刻
ま
れ
た
痕
跡
や
焼
か
れ
た
痕
跡
が
多

く
確
認
さ
れ
、
特
異
な
出
土
状
況
を
示
し
て
い
た
。
イ
ヌ
は
成
犬
と

未
成
犬
を
含
ん
で
い
た
。

　

具
体
的
に
人
為
痕
が
確
認
さ
れ
た
部
位
を
見
て
み
る
と
、
頭
骨
に

関
し
て
は
ほ
ぼ
完
形
だ
っ
た
が
、
左
側
頭
部
（
犬
歯
後
端
か
ら
第
二

小
臼
歯
）
は
斜
め
方
向
に
数
度
に
わ
た
り
た
た
き
割
っ
た
痕
跡
が

あ
っ
た
（
図
２-

1a-

Ａ
）。
左
頬
骨
弓
か
ら
頭
頂
骨
と
蝶
形
骨
の
境

界
に
は
、
刀
状
利
器
で
突
き
刺
さ
れ
た
痕
と
見
ら
れ
る
破
損
（
図

２-

1a-

Ｃ
）
と
四
角
形
の
貫
通
孔
（
短
径
６
・
９
㎜
、
長
径
16
・
４

㎜
）（
図
２-

1a-

Ｂ
）、
さ
ら
に
後
頭
骨
は
外
後
頭
稜
か
ら
左
右
鼓
室

胞
が
切
断
さ
れ
（
図
２-

1a-

Ｅ
）、
遊
離
し
た
後
頭
骨
（
図
２-

２
）

も
同
時
に
発
見
さ
れ
た
。
遊
離
し
た
後
頭
骨
を
切
断
痕
の
残
る
頭
蓋

骨
に
合
わ
せ
て
み
る
と
、
後
頭
底
部
に
約
７
㎜
の
隙
間
が
開
く
こ
と

か
ら
、
こ
の
イ
ヌ
は
喉
の
側
か
ら
頭
と
体
を
分
離
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
た
。
ま
た
、
隙
間
の
幅
か
ら
切
断
に
使
用
さ
れ
た
利
器
は
、

上
述
の
側
頭
骨
を
突
き
刺
し
た
刀
状
利
器
と
同
じ
で
あ
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
鼓
室
胞
は
水
平
方
向
に
切
断
さ
れ
、
左
右

の
翼
状
鈎
も
水
平
に
切
り
取
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
後
頭
骨
後
頭
顆

は
頸
を
切
断
さ
れ
た
時
点
で
は
環
椎
側
に
接
続
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
出
土
し
た
当
時
は
分
離
し
て
い
た
（
図
２-

1a-

Ｅ
、
２-

２
）。 
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一
方
、
頭
蓋
と
同
一
個
体
の
下
顎
骨
右
側
は
下
顎
体
、
下
顎
枝
、

下
顎
角
が
分
離
し
て
い
た
が
、
咬
筋
窩
の
一
部
を
喪
失
す
る
も
の
の

三
部
分
は
接
合
し
た
（
図
２-

３
）。
割
れ
口
の
状
況
か
ら
た
た
き

割
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
。
下
顎
枝
の
外
側
面
に
二
条
、
筋
稜
に
一

条
、
角
突
起
外
側
面
の
関
節
稜
上
に
二
条
、
咬
筋
線
上
に
斜
め
に
三

条
の
カ
ッ
ト
マ
ー
ク
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
関
節
突
起
の
外
側
に

は
水
平
方
向
に
切
断
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
っ
た
。
頭
蓋
骨
と
組
み
合
わ

せ
て
観
察
す
る
と
、
頭
蓋
か
ら
顎
を
切
り
離
す
た
め
に
頬
骨
弓
直
下

で
何
度
も
切
断
を
試
み
、
右
関
節
後
突
起
か
ら
下
顎
枝
、
鼓
室
胞
、

翼
状
鈎
ま
で
切
り
外
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
た
。
左
下
顎
骨
も
傷
の
状

況
は
右
側
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
咬
筋
窩
に
付
い
た
傷
は
側
頭
部

の
刺
突
痕
と
角
度
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
刀
状
利
器
を
頬
骨
弓
に

突
き
刺
し
た
際
に
付
け
ら
れ
た
致
命
傷
の
傷
と
、
解
体
時
に
頭
蓋
と

下
顎
を
切
り
離
す
た
め
筋
肉
を
切
り
離
す
際
に
付
い
た
カ
ッ
ト
マ
ー

ク
が
一
条
残
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
イ
ヌ
は
顔
面
左
の
斜
め

前
方
よ
り
刀
で
切
り
つ
け
ら
れ
脳
頭
蓋
ま
で
突
き
刺
さ
り
、
こ
れ
が

致
命
傷
に
な
っ
た
。
左
の
犬
歯
か
ら
前
臼
歯
に
み
ら
れ
る
剥
落
痕
は

こ
の
時
に
殴
ら
れ
た
痕
跡
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
、
解
体
作
業
の

際
に
は
喉
元
で
体
と
切
り
離
さ
れ
、
さ
ら
に
頭
蓋
と
下
顎
を
取
り
外

す
た
め
に
、
水
平
方
向
に
切
断
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
。

　

次
に
、
体
部
の
痕
跡
を
観
察
す
る
と
、
左
右
の
肩
甲
骨
も
同
一
個

体
と
考
え
ら
れ
た
が
、
左
右
と
も
肩
甲
棘
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
骨
全

体
が
ゆ
が
ん
で
い
た
。
右
側
で
は
前
縁
の
中
央
か
ら
関
節
部
に
か
け

て
直
線
的
に
切
断
さ
れ
、
内
側
面
中
央
と
鋸
筋
面
に
は
カ
ッ
ト
マ
ー

ク
が
あ
っ
た
（
図
２-

５
）。
左
側
も
同
じ
で
あ
る
が
右
側
よ
り
も

破
損
が
多
く
、
前
縁
か
ら
肩
甲
棘
に
向
か
っ
て
骨
を
切
断
し
た
痕
跡

と
肩
甲
棘
に
平
行
し
て
付
け
ら
れ
た
四
条
の
カ
ッ
ト
マ
ー
ク
が
あ
っ

た
。
上
腕
骨
は
右
二
点
と
左
二
点
が
あ
る
が
全
長
の
計
測
値
の
近
似

性
か
ら
二
個
体
分
の
左
右
骨
と
推
定
さ
れ
た
。
一
個
体
目
（
遺
物

N
o.182

・196
左
）は
近
位
骨
端
関
節
が
未
癒
合
の
個
体
で
あ
っ
た
が
、

図
１　

中
山
館
跡
Ⅱ
区
の
十
一
号
土
坑
に
お
け
る
イ
ヌ
の
出
土
状
況（
上
：

頭
蓋
や
環
椎
な
ど
、
下
：
四
肢
骨
・
脊
椎
骨
な
ど
の
ま
と
ま
り
）（
い
わ

き
市　

一
九
九
七
を
一
部
改
変
）
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右
側
（N

o.182

）
の
骨
体
外
側
面
に
は
カ
ッ
ト
マ
ー
ク
が
あ
っ
た
。

二
個
体
目
（
遺
物N

o.196

右
・197

）
の
右
側
（N

o.196

）
は
ほ
ぼ

完
形
で
あ
る
が
大
結
節
が
切
断
さ
れ
て
い
た
（
図
２-

7a
・
7b
）。
左

は
滑
車
の
内
側
に
二
条
の
カ
ッ
ト
マ
ー
ク
が
あ
っ
た
。
橈
骨
は
左
右

同
一
個
体
（N

o.184
・206

）
が
一
個
体
分
と
他
に
左
橈
骨
（N

o.185

）

一
点
が
あ
る
。N

o.185
は
骨
端
が
遊
離
し
た
若
い
個
体
で
あ
り
、
骨

体
外
側
が
焼
け
て
火
ぶ
く
れ
し
変
形
し
て
い
た
、
ま
たN

o.206

も
近

位
端
を
欠
損
す
る
が
骨
体
表
面
に
激
し
い
ひ
び
割
れ
と
剥
落
が
あ
っ

た
。
尺
骨
も
右
（N

o.207

）
は
完
形
で
あ
る
が
焼
け
焦
げ
て
炭
化
し

た
よ
う
な
黒
斑
が
あ
り
、
特
に
滑
車
切
痕
周
辺
か
ら
橈
骨
と
の
接
合

面
で
顕
著
で
あ
っ
た
。左
のN

o.242

も
遠
位
端
を
欠
損
し
て
い
る
が
、

N
o.207

と
同
様
に
橈
骨
と
の
接
合
面
に
焼
け
焦
げ
と
大
き
な
亀
裂
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
橈
骨
と
尺
骨
は
近
位
関
節
部
で
焼
け
焦
げ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
節
し
た
状
態
で
焼
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

骨
盤
で
は
同
一
個
体
と
考
え
ら
れ
る
左
右
一
対
の
腸
骨
は
耳
状
面
で

切
断
さ
れ
、寛
結
節
周
辺
に
数
条
の
切
り
傷
が
あ
っ
た
（
図
２-
６
）。

ま
た
、
大
腿
骨
は
完
形
で
あ
る
が
、
骨
頭
に
ひ
び
割
れ
が
あ
り
、
頸

部
は
刺
突
具
で
刺
し
た
陥
没
痕
と
内
側
面
に
数
条
の
切
り
傷
が
あ
っ

た
。
脛
骨
も
外
側
顆
で
削
が
れ
た
よ
う
な
痕
跡
を
持
ち
、
浅
い
傷
や

左
脛
骨
の
体
部
に
は
変
形
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
脊
椎
骨
の
う
ち
、
頭

蓋
に
接
続
す
る
環
椎
の
左
翼
に
は
イ
ヌ
を
仰
向
け
に
し
て
斜
め
に

切
っ
た
痕
跡
が
、
右
翼
に
は
焼
け
焦
げ
ら
し
き
痕
跡
が
あ
っ
た
。
別

の
環
椎
の
左
翼
縁
辺
に
も
鋭
い
刃
物
で
切
り
つ
け
た
後
が
二
条
付
い

て
い
た
。
切
り
傷
は
軸
椎
と
第
三
頸
椎
に
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
四

頸
椎
（
図
２-

4a
・
4b
）
と
第
五
頸
椎
、
第
三
ま
た
は
四
胸
椎
、
第

五
か
ら
八
胸
椎
の
一
部
、
第
一
腰
椎
か
ら
第
三
腰
椎
の
一
部
に
は
切

断
痕
や
切
り
傷
が
あ
っ
た
。
肋
骨
の
頭
部
に
も
切
断
痕
や
切
り
傷
が

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
該
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
イ
ヌ
は
複
数
個
体
を
含

ん
で
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
に
は
人
為
的
な
切
断
痕
や
肉
を
切
り

離
す
と
き
に
付
け
ら
れ
た
傷
、
焼
い
た
痕
跡
が
多
く
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
傷
跡
か
ら
使
用
さ
れ
た
利
器
を
推
察
す
る
と
、
刃
幅
の
あ
る

刀
や
斧
、
鉈
の
よ
う
な
刃
物
と
刃
幅
の
薄
い
包
丁
状
の
刃
物
の
二
種

類
が
あ
り
、
前
者
は
断
首
や
顎
の
取
り
外
し
、
首
や
肩
、
胴
の
切
断

な
ど
の
解
体
用
に
、
後
者
は
皮
や
肉
を
骨
か
ら
切
り
外
す
際
に
使
用

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
上
腕
骨
と
大
腿
骨
に

細
い
棒
で
刺
突
さ
れ
た
痕
や
、
橈
尺
骨
や
環
椎
に
焼
け
焦
げ
た
痕
が

見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
当
時
の
中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
で

は
一
個
体
分
の
頭
部
を
切
り
分
け
て
利
用
し
た
残
り
と
、
二
個
体
以

上
の
四
肢
骨
や
脊
椎
骨
を
ぶ
つ
切
り
に
し
、
焼
い
て
利
用
し
た
残
り

を
ま
と
ま
っ
た
形
で
十
一
号
土
坑
に
捨
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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図２　 解体痕のあるイヌの骨（１a: 頭蓋左外側面観、1b：同腹側面観、2：同
左右後頭顆外側面観、3：下顎骨右頬側面観、4a：第 4頸椎？左外側面
観、4b：第 4頸椎前面観、5：右肩甲骨外側面観、6：左腸骨外側面観、
7a：右上腕骨前外側面観、7b：同後面観）（いわき市　1997 を一部改変）
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３
．
中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
の
イ
ヌ
と
中
世
の
イ
ヌ
食
に
つ
い
て

　

中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
は
滑
津
川
沿
い
に
形
成
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
り
、

右
岸
と
左
岸
の
両
岸
か
ら
多
く
の
遺
構
や
遺
物
が
出
土
し
た
。
イ
ヌ

の
骨
が
検
出
さ
れ
た
十
一
号
土
坑
は
両
岸
の
な
か
で
最
も
大
き
な
土

坑
で
あ
り
、土
坑
周
縁
に
一
周
す
る
二
十
一
本
の
杭
が
打
ち
込
ま
れ
、

そ
の
土
坑
内
か
ら
土
師
質
土
器
、
陶
磁
器
、
金
属
製
品
、
植
物
の
実
、

木
製
品
や
樹
枝
な
ど
が
多
数
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
遺
物
は
南
の
丘

陵
に
住
ん
で
い
た
中
山
館
跡
Ⅲ
遺
跡
の
居
館
で
使
用
さ
れ
た
生
活
用

品
の
一
部
で
あ
り
、
使
用
後
に
こ
の
ゴ
ミ
穴
に
廃
棄
し
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、（
い
わ
き
市 

一
九
九
七
）、
出
土
し
た
イ
ヌ
は
当

時
の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

室
町
時
代
（
十
六
世
紀
前
半
）
の
い
わ
き
地
方
に
お
い
て
も
イ
ヌ
は

人
々
の
食
料
と
し
て
供
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
犬
食
が
行
わ
れ
た
遺
跡
と
し
て
は
、
広
島

県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
が
著
名
で
あ
る
。
第
三
十
六
次
調
査
で
は
出

土
し
た
哺
乳
類
の
う
ち
の
約
２
／
３
が
イ
ヌ
で
あ
り
、
こ
の
町
の

住
民
は
牛
馬
よ
り
も
犬
を
賞
味
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
複
数
の

イ
ヌ
が
斧
や
鉈
の
よ
う
な
鈍
器
で
た
た
き
割
ら
れ
た
り
、
犬
を
切
断

し
た
際
の
刃
物
傷
が
顕
著
で
、
解
体
、
調
理
さ
れ
た
後
に
ま
と
め

て
ゴ
ミ
穴
に
廃
棄
さ
れ
た
。
出
土
す
る
部
位
は
前
肢
、
後
肢
、
頭

蓋
、
下
顎
骨
に
集
中
す
る
特
徴
か
ら
、
専
門
の
イ
ヌ
狩
り
や
犬
肉
を

販
売
す
る
市
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
（
松
井 

二
〇
〇
五
ｂ
、

二
〇
〇
九
）。

　

中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
の
場
合
は
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
よ
う
な
部
位

の
偏
り
が
な
く
ほ
ぼ
全
身
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
市
か
ら
購
入
し

た
と
い
う
よ
り
は
一
頭
分
を
複
数
個
体
入
手
し
た
も
の
を
利
用
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
解
体
・

調
理
後
に
ゴ
ミ
穴
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
当
時
の
い
わ
き
地
方
で
も
食
犬
の
習
慣
が
存
在
し
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

文
献
史
学
の
原
田
信
男
に
よ
る
と
、
最
初
の
肉
食
禁
止
令

（
六
七
五
）
に
お
い
て
も
「
水
田
農
耕
集
団
を
主
と
し
た
天
皇
政
権

は
、
た
ん
に
仏
教
思
想
か
ら
肉
食
を
禁
止
し
た
の
で
は
な
く
、
古
代

の
農
耕
儀
礼
と
の
関
係
か
ら
、
臨
時
的
に
四
月
か
ら
九
月
と
い
う
農

耕
期
間
に
か
ぎ
っ
て
肉
食
を
禁
止
し
た
」
も
の
で
、「
日
本
で
は
肉

食
一
般
を
禁
止
し
た
法
令
は
制
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
中
世
の
鎌
倉
幕
府
法
に
お
い
て
も
肉
食
を
禁
止
す
る
法
令
は

発
布
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
（
原
田 

一
九
九
七
，p.233

）。
ま
た
、

原
田
は
、
中
世
の
式
正
の
料
理
書
に
は
四
足
獣
が
登
場
し
な
か
っ
た

が
、
中
世
末
期
の
庶
民
レ
ベ
ル
の
食
生
活
を
記
録
し
た
料
理
書
に
は

鹿
・
猪
・
狸
・
兎
・
獺
・
熊
・
犬
を
汁
・
貝
焼
・
田
楽
・
吸
い
物
と

し
て
料
理
す
べ
き
と
す
る
記
録
が
あ
り
、
わ
が
国
に
深
く
浸
透
し
た

仏
教
思
想
は
肉
食
の
否
定
を
た
て
ま
え
と
し
て
お
り
、
肉
食
は
理
念

上
で
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
淨
・
不
浄
を
問
題
と
す
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る
神
道
の
穢
れ
の
思
想
が
神
仏
習
合
を
と
お
し
て
仏
教
の
殺
生
禁
断

と
結
び
つ
き
、
よ
り
強
固
に
庶
民
の
間
で
の
肉
食
を
否
定
し
て
い
っ

た
と
も
述
べ
て
い
る
（
原
田 

一
九
九
七
、 p.234-235

）。
原
田
の
見

解
に
対
し
、「
天
武
肉
食
禁
止
令
」
に
つ
い
て
の
解
釈
に
一
部
誤
り

が
あ
る
と
指
摘
す
る
白
水
智
も
、
五
畜
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
肉
が
食
さ

れ
て
い
た
と
す
る
見
解
で
は
一
致
し
て
い
る
（
白
水 

二
〇
〇
九
）。

し
た
が
っ
て
、
文
献
史
学
か
ら
も
動
物
考
古
学
か
ら
も
肉
食
禁
止
の

歴
史
は
表
面
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
中
山
館
跡
Ⅱ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
解
体

痕
を
残
す
イ
ヌ
遺
体
も
中
世
の
一
地
方
に
お
け
る
食
生
活
の
実
態
を

物
語
る
一
例
と
し
て
重
要
な
情
報
を
提
供
す
る
。
動
物
考
古
学
者
の

松
井
章
は
、
日
本
に
お
け
る
肉
食
忌
避
の
食
生
活
史
観
が
定
着
し
た

背
景
に
、
仏
教
の
殺
生
肉
食
の
禁
制
や
神
道
の
動
物
に
対
す
る
穢
れ

観
が
作
用
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
日
本
と
同
じ
よ

う
に
仏
教
が
浸
透
し
た
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
聖
職

者
以
外
に
は
肉
食
が
忌
避
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
な

ぜ
広
く
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
へ
の
探
究
が
必
要
で
あ
る
と

指
摘
し
た
（
松
井　

二
〇
〇
九
）。
今
回
は
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と

に
留
ま
っ
た
が
、
今
後
、
さ
ら
に
古
代
か
ら
中
世
の
考
古
資
料
や
文

献
史
料
を
収
集
す
る
な
か
で
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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用
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付
記
：【　

】
の
部
分
は
訳
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。

（
２
）
口
腔
白
板
症

　

口
腔
白
板
症
は
前
癌
病
変
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
中
国
国

民
の
注
意
を
引
く
疾
患
で
あ
る
。

　

中
国
に
お
い
て
、
白
板
症
の
流
行
病
的
研
究
に
関
す
る
最
も
早
期

の
進
展
は
戴
策
安
と
傳
恭
昌
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
、

彼
ら
は
白
板
症
患
者
一
〇
〇
例
の
問
診
訪
問
調
査
を
行
い
、
発
病
原

因
を
分
析
し
た
。

　

白
板
症
発
生
部
位
：
一
〇
〇
例
中
、
口
腔
内
の
白
斑
総
数

一
七
二
ヶ
所
、
そ
の
う
ち
の
四
六
例
に
は
二
〜
四
ヶ
所
の
白
斑
が
認

め
ら
れ
る
。
一
七
二
ヶ
所
の
白
斑
領
域
は
、頬
粘
膜
が
最
多（
八
三
ヶ

■
翻
訳
■中

国
口
腔
医
学
発
展
史　
【
ⅩⅢ
】

　
　

The H
istory and D

evelopm
ent of O

ral M
edicine in C

hina

〔
ⅩⅢ
〕

訳
：
田
久
昌
次
郎

監
訳
：
田
村　

立
波

主
編　

鄭
麟
蕃　

呉
少
鵬　

李
輝
菶

北
京
医
科
大
学
・
中
国
協
和
医
科
大
学
連
合
出
版
社

所
）、
次
い
で
口
唇
粘
膜
（
四
九
ヶ
所
）、
最
小
は
舌
に
発
生
し
た
例

（
五
ヶ
所
）
で
あ
る
。
筆
者
ら
は
指
摘
す
る
：
白
板
症
の
原
因
は
不

明
で
あ
る
が
、
年
齢
・
部
位
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
特
定
の
素
因
が

関
係
し
、
症
例
の
多
く
は
四
〇
〜
五
〇
歳
代
で
あ
る
。

　

外
部
素
因
（
物
理
化
学
的
刺
激
）：
白
斑
は
、
慢
性
刺
激
に
対
す

る
組
織
自
身
の
防
衛
反
応
の
一
つ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
上
皮
組
織

の
増
生
を
伴
う
。
本
症
例
の
局
部
刺
激
と
し
て
は
、
喫
煙
が
比
較
的

突
出
し
て
お
り
、
患
者
の
90
％
に
達
し
、
そ
の
う
ち
の
四
六
例
は
毎

日
の
喫
煙
本
数
が
二
〇
〜
四
〇
本
で
あ
っ
た
。
歯
原
性
刺
激
：（
１
）

鋭
利
な
歯
牙
切
端
と
歯
牙
辺
縁
に
よ
る
咬
傷
や
摩
耗
創
の
粘
膜
と
白

斑
発
生
部
位
は
関
連
し
て
い
る
。
本
症
例
で
は
頬
部
粘
膜
の
発
生
が

最
も
多
く
、
頬
部
白
斑
で
は
咬
合
面
に
位
置
す
る
粘
膜
上
に
多
く
、

あ
る
い
は
智
歯
相
当
部
の
頬
粘
膜
上
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。（
２
）



150

研究　東洋

慢
性
炎
症
や
口
腔
衛
生
不
良
に
よ
る
刺
激
。（
３
）
不
良
修
復
物
に

起
因
す
る
も
の
。

　

白
板
症
治
療
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
：
白
斑
の
領
域
が
境
界
明
瞭

で
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
は
、
一
般
的
に
比
較
的
表
在
性
の
も
の

で
あ
れ
ば
外
科
的
切
除
を
主
張
し
て
い
る
。
外
科
的
切
除
を
行
っ
た

三
〇
例
の
初
歩
的
リ
コ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
良
好
で
あ
っ

た
。

１
．
白
板
症
罹
患
率

　

一
九
八
〇
年
、
八
つ
の
企
業
団
体
で
、
合
計
十
三
万
四
四
九
二
名

を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
た
〝
両
病
協
作
班
〞【
口
腔
白
板
症
と
口

腔
扁
平
苔
癬
の
予
防
治
療
研
究
を
目
的
と
し
て
一
九
七
八
年
に
設
置

さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
】
の
資
料
を
統
計
的
に
分
析
し
、
口
腔
白
板
症
患

者
数
は
一
万
四
〇
七
六
名
、
罹
患
率
は
10
・
47
％
で
あ
っ
た
。

　

一
九
八
一
年
に
許
国
祺
ら
は
報
告
す
る
。
一
九
七
八
年
時
点
で
の

上
海
地
区
一
万
八
七
六
九
名
の
口
腔
粘
膜
病
調
査
を
行
い
、
白
板

症
罹
患
者
数
は
一
五
〇
二
例
、
罹
患
率
は
8
・
0
％
と
な
り
、
本

調
査
で
の
同
地
区
口
腔
粘
膜
病
発
現
総
数
の
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
。

一
五
〇
二
例
の
白
板
症
の
う
ち
で
、
喫
煙
者
は
一
三
九
九
名
、
喫
煙

習
慣
の
な
い
者
は
一
〇
三
名
で
あ
る
。

　

一
九
八
三
年
、
陳
哲
ら
は
一
九
八
〇
年
時
点
の
天
津
市
労
働
者
、

幹
部
、
住
民
ら
合
わ
せ
て
五
万
八
八
五
〇
名
の
口
腔
粘
膜
白
板
症
の

一
斉
調
査
結
果
を
報
告
す
る
。
五
万
八
八
五
〇
名
中
、
白
板
症
患
者

二
九
九
六
名
、
罹
患
率
5
・
09
％
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
労
働
者
の

罹
患
者
数
・
率
は
二
〇
二
六
名
・
4
・
32
％
、
幹
部
で
は
八
六
〇
名
・

8
・
67
％
、
住
民
一
一
〇
名
・
5
・
09
％
で
あ
る
。
二
九
九
六
名
の

白
板
症
患
者
の
う
ち
、
喫
煙
者
は
二
七
八
五
名
（
92
・
96
％
）、
飲

酒
者
九
三
四
名
（
31
・
17
％
）
で
あ
る
。

２
．
白
板
症
の
病
理
組
織

　

一
九
八
〇
年
、
陸
先
韞
は
、
白
板
症
の
病
理
診
断
と
癌
化
の
問
題

を
提
議
し
た
。

（
１
）
白
斑
の
病
理
診
断
的
問
題
：
口
腔
白
板
症
の
生
検
資
料
の
観

察
を
も
と
に
、組
織
学
的
に
三
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
：

一
つ
は
単
な
る
過
度
の
角
化
で
、
粘
膜
上
皮
の
角
化
増
厚
を
示
し
、

あ
る
い
は
軽
度
の
棘
層
肥
厚
を
伴
う
も
の
：
二
つ
目
は
過
度
の
角
化

と
棘
層
の
肥
厚
以
外
に
、
固
有
層
内
に
炎
症
性
細
胞
浸
潤
を
認
め
る

も
の
：
三
つ
目
は
前
述
の
変
化
以
外
に
、
加
え
て
上
皮
間
に
変
化
が

現
れ
、
非
典
型
的
な
増
生
・
角
化
異
常
お
よ
び
上
皮
釘
脚
【
表
皮
が

真
皮
内
に
足
状
に
伸
び
る
状
態
】
の
不
規
則
伸
長
お
よ
び
釘
末
端
の

膨
大
あ
る
い
は
交
差
な
ど
が
見
ら
れ
る
も
の
。
異
な
る
病
変
と
臨
床

使
用
の
利
便
性
を
考
慮
し
て
、タ
イ
プ
１
と
２
を
併
せ
て
無
間
変
型
、

タ
イ
プ
３
は
間
変
型
と
称
す
る
。

　

上
述
の
診
断
基
準
に
照
ら
し
て
、
六
二
例
の
白
板
症
の
う
ち
、
無
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間
変
型
は
四
三
例
、
間
変
型
は
一
九
例
で
あ
っ
た
。

（
２
）
白
斑
の
癌
化
問
題
：
上
述
の
白
板
症
検
査
を
行
っ
た
同
一
期

間
内
に
、
病
理
診
断
に
お
い
て
癌
を
合
併
し
か
つ
白
斑
を
伴
う
患
者

数（
白
斑
癌
）は
三
〇
例
で
あ
る
。病
歴
あ
る
い
は
生
検
の
結
果
か
ら
、

白
板
症
を
原
発
と
し
て
以
後
徐
々
に
癌
化
し
た
者
は
二
四
例
、
癌
を

伴
う
白
板
症
（
同
一
部
位
あ
る
い
は
周
辺
に
白
斑
と
癌
が
認
め
ら
れ

る
者
）六
例
で
あ
る
。
一
二
例
は
手
術
に
よ
っ
て
摘
出
後
標
本
と
し
、

一
八
例
は
生
検
を
実
施
し
た
。                                            

　

筆
者
は
指
摘
す
る
：
白
斑
の
癌
化
は
可
能
で
あ
る
が
、
癌
化
は
決

し
て
必
然
で
は
な
い
。
白
斑
の
定
義
が
異
な
る
た
め
に
、
白
斑
の
癌

化
率
の
統
計
デ
ー
タ
は
ば
ら
つ
き
が
多
く
、
お
お
よ
そ
1
〜
30
％
の

間
に
分
布
し
て
い
る
。
中
国
国
外
の
研
究
者
は
、
白
斑
の
90
〜
95
％

は
良
性
と
考
え
て
お
り
、
あ
る
者
は
五
年
以
内
に
癌
化
す
る
ケ
ー
ス

は
さ
し
て
多
く
な
い
が
、
白
斑
患
者
の
癌
化
率
は
正
常
口
腔
粘
膜
の

場
合
の
五
〇
〜
一
〇
〇
倍
に
達
し
、
そ
の
発
生
率
は
決
し
て
低
く
な

い
と
指
摘
す
る
。
筆
者
ら
の
資
料
で
は
、
白
板
症
六
六
例
の
臨
床
例

の
う
ち
、病
理
検
査
で
癌
と
診
断
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
四
例（
6
・
1
％
）

で
あ
る
。
長
期
間
潰
瘍
が
治
ら
ず
、
局
部
の
硬
結
と
増
殖
し
た
腫
瘤

は
、
当
然
重
要
な
悪
性
の
兆
候
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
三
年
、
鄭
麟
蕃
ら
は
口
腔
白
板
症
表
層
の
改
変
に
お
け
る

病
理
学
的
意
義
を
報
告
す
る
。
彼
ら
は
、
口
腔
白
板
症
の
臨
床
診
断

は
通
常
、均
質
型
、い
ぼ
状
型
、潰
瘍
型
に
分
け
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

　

彼
ら
が
報
告
し
た
三
〇
〇
例
中
、
均
質
型
白
斑
は
一
五
九
例

（
53
・
0
％
）、
い
ぼ
状
型
白
斑
一
一
八
例
（
39
・
3
％
）、
潰
瘍
型

白
斑
二
三
例
（
7
・
7
％
）
で
あ
る
。

　

病
理
学
的
特
徴
：

　

良
性
病
変
：
顕
微
鏡
下
で
、
粘
膜
上
皮
に
単
純
性
の
増
生
改
変
像

が
現
わ
れ
る
。

　

悪
性
前
期
病
変
：
顕
微
鏡
下
で
、
上
皮
の
異
常
増
殖
像
が
出
現
す

る
。

　

悪
性
病
変
：
白
斑
の
癌
化
像
が
見
ら
れ
る
。

　

本
報
告
の
良
性
病
変
は
一
九
六
例
（
65
・
3
％
）、
悪
性
前
期
病

変
六
六
例
（
22
・
0
％
）、悪
性
病
変
三
八
例
（
12
・
7
％
）
で
あ
っ
た
。

　

本
被
験
例
の
悪
性
病
変
の
割
合
は
比
較
的
高
く
、
そ
の
理
由
は
白

斑
の
悪
性
変
化
の
可
能
性
が
あ
る
と
疑
わ
れ
た
時
に
病
変
部
位
を
採

取
し
た
た
め
で
あ
る
。
各
臨
床
分
類
の
う
ち
の
良
性
・
悪
性
病
変
出

現
状
況
は
、
潰
瘍
型
白
斑
で
悪
性
病
変
の
出
現
率
が
最
も
高
い
。

　

一
九
八
三
年
、
陳
志
洪
ら
は
、
口
腔
白
板
症
の
超
微
細
構
造
観
察

を
報
告
し
た
。
筆
者
ら
は
、
白
斑
あ
る
い
は
白
斑
の
癌
化
例
で
、
光

学
顕
微
鏡
検
査
五
〇
例
、
電
子
顕
微
鏡
検
査
十
六
例
を
実
施
し
た
。

　

口
腔
白
斑
の
超
微
細
構
造
観
察
：
本
被
験
群
の
一
級
白
斑
で
は
顆

粒
層
細
胞
間
結
合
は
正
常
で
あ
り
、
二
級
に
な
る
と
細
胞
間
結
合
の

弛
緩
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
基
底
膜
の
延
長
継
続
性
は
保
た
れ
て

い
る
。
本
被
験
群
に
は
潰
瘍
型
は
見
ら
れ
ず
、
四
分
類
の
白
斑
基
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底
膜
は
い
ず
れ
も
整
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
級
白
斑
で
は
、
基
底

膜
細
胞
の
増
殖
が
認
め
ら
れ
、
核
は
増
大
し
、
細
胞
核
内
の
仁
は

顕
著
と
な
り
、
他
の
染
色
質
が
仁
の
周
囲
に
集
ま
り
、
細
胞
小
器
官

【organelle
】
は
発
達
し
、
ゴ
ル
ジ
体
は
増
生
し
、
ミ
ト
コ
ン
ド

リ
ア
は
増
加
す
る
。

　

本
被
験
群
の
白
斑
癌
化
の
一
例
で
は
、
細
胞
核
の
増
殖
が
認
め
ら

れ
、
一
個
の
細
胞
内
に
三
個
の
核
が
見
ら
れ
、
細
胞
小
器
官
は
比
較

的
発
達
し
、
核
が
大
き
く
、
核
と
細
胞
液
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
失
わ
れ
、

一
つ
の
細
胞
核
内
に
二
個
の
比
較
的
大
き
な
仁
が
認
め
ら
れ
る
。
白

斑
の
電
子
顕
微
鏡
を
用
い
た
観
察
は
、
白
板
症
を
見
出
す
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
可
能
だ
が
、
白
板
症
の
異
な
る
等
級
の
超
微
細
構
造
変
化
の

鑑
別
が
出
来
る
だ
け
で
は
な
く
、
白
板
症
の
前
癌
病
変
変
化
の
研
究

に
お
い
て
も
大
変
有
益
な
も
の
と
な
る
。

３
．
白
板
症
の
動
物
モ
デ
ル

　

一
九
八
三
年
、
周
継
林
ら
は
、
ラ
ッ
ト
一
〇
〇
匹
に
ニ
コ
チ
ン
を

加
え
た
機
械
的
損
傷
刺
激
を
繰
り
返
す
実
験
を
行
っ
た
。
そ
の
実
験

は
七
ヶ
月
半
に
お
よ
び
、
刺
激
回
数
は
九
五
回
を
数
え
た
。
そ
の
他

の
原
因
で
死
亡
し
た
も
の
を
除
き
、
八
五
匹
は
肉
眼
的
観
察
で
白
斑

形
成
を
認
め
、
五
匹
は
サ
ク
リ
フ
ァ
イ
ス
し
て
鏡
検
し
た
結
果
、
白

斑
病
変
が
観
察
さ
れ
た
。
一
〇
匹
は
刺
激
を
停
止
後
継
続
的
に
観
察

し
た
。
そ
の
う
ち
の
五
匹
は
刺
激
停
止
二
ヶ
月
後
に
白
斑
の
肉
眼
的

な
ら
び
に
鏡
検
的
観
察
を
た
び
た
び
行
い
、
そ
の
程
度
は
や
や
軽
減

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

本
実
験
結
果
の
説
明
：
長
期
に
わ
た
る
局
所
慢
性
機
械
的
損
傷
、

タ
バ
コ
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
理
化
学
的
刺
激
は
、
口
腔
粘
膜
に
白
斑

を
形
成
す
る
基
本
的
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
実
験
的
に
形
成
さ
せ
た

動
物
の
粘
膜
白
斑
は
、
ヒ
ト
口
腔
粘
膜
白
斑
の
臨
床
像
と
病
理
像
に

基
本
的
に
は
相
似
し
て
い
る
。

　

一
九
八
三
年
、
張
振
全
ら
は
昆
明
種
ラ
ッ
ト
一
二
六
匹
、
シ
リ
ア

種
ゴ
ー
ル
デ
ン
ハ
ム
ス
タ
ー
五
十
四
匹
を
用
い
、
口
腔
粘
膜
白
板
症

の
動
物
モ
デ
ル
実
験
を
行
っ
た
。

　

実
験
は
表
明
す
る
：
ラ
ッ
ト
舌
部
に
お
け
る
発
癌
剤
の
塗
布
―
ジ

メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
ア
ン
ト
ラ
セ
ン
―
に
よ
る
白
斑
生
成
の
潜
伏
期
は
短

く
、
頻
度
も
高
い
も
の
で
、
100
％
の
動
物
で
白
斑
を
形
成
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
組
織
学
的
に
は
、
三
〜
五
ヶ
月
間
の
観
察
期
間
を
経

て
、
病
変
は
次
第
に
消
退
し
た
。
ラ
ッ
ト
の
抵
抗
力
が
高
く
、
か
つ

口
腔
内
唾
液
の
分
泌
と
舌
運
動
が
塗
布
薬
品
に
対
す
る
解
毒
作
用
を

発
揮
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ラ
ッ
ト
に
よ
る

部
実
験
の
動
態
観

察
の
前
後
に
、
上
皮
異
常
増
殖
性
病
変
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は

部

の
構
造
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

筆
者
の
実
験
は
表
明
す
る
：
ゴ
ー
ル
デ
ン
ハ
ム
ス
タ
ー
の
舌
背
部

に
誘
導
生
成
さ
れ
た
白
斑
の
動
態
観
察
は
進
展
性
の
あ
る
も
の
で
あ

る
。
観
察
前
後
に
は
、
上
皮
の
異
常
増
生
性
の
病
変
が
全
例
で
認
め
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ら
れ
た
。

　

タ
バ
コ
の
葉
の
液
体
抽
出
法
に
よ
る
実
験
は
、
人
類
の
生
活
実
態

に
比
較
的
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
誘
導
形
成
し
た

も
の
は
全
て
単
純
性
白
斑
で
あ
る
。

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ハ
ム
ス
タ
ー
の
頬
嚢
部
に
発
癌
物
質
を
塗
布
後
6
週

例
で
は
、
全
て
の
実
験
動
物
に
上
皮
異
常
増
生
を
伴
う
白
斑
の
誘
導

が
見
ら
れ
、
薬
剤
塗
布
終
了
後
に
も
病
変
が
継
続
発
展
す
る
。

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ハ
ム
ス
タ
ー
は
上
皮
異
常
増
生
性
白
斑
の
研
究
に
適

し
た
動
物
で
あ
り
、
ラ
ッ
ト
で
の
実
験
で
は
部
位
も
異
な
り
、
結
果

も
違
う
も
の
と
な
る
。

４
．
口
腔
白
板
症
の
治
療

　

一
九
七
九
年
、
朱
延
馨
、
徐
治
鴻
は
、
口
腔
粘
膜
白
板
症
患
者

五
〇
例
で
、
0
・
21
％
お
よ
び
0
・
34
％
レ
チ
ノ
イ
ン
酸
糊
剤
に
よ

る
局
所
治
療
を
行
い
、
実
施
後
三
ヶ
月
間
の
臨
床
観
察
結
果
を
報
告

す
る
。

　

五
〇
例
の
白
板
症
の
分
類
は
、
普
通
型
四
二
例
、
イ
ボ
状
型
八
例

で
あ
る
。

　

三
ヶ
月
後
の
治
療
効
果
は
、
治
癒
一
七
例
（
34
％
）、
基
本
的
治

癒
一
二
例
（
24
％
）、
治
療
効
果
が
顕
著
な
も
の
一
九
例
（
38
％
）、

微
効
二
例
（
4
％
）、
無
効
〇
例
と
な
っ
た
。
副
作
用
と
し
て
は
、

五
〇
例
中
副
作
用
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
一
一
例
（
22
％
）
で
、

灼
熱
感
、
充
血
、
脱
皮
、
糜
爛
な
ど
が
多
く
観
察
さ
れ
た
。

　

一
九
八
〇
年
、
周
継
林
ら
は
レ
チ
ノ
イ
ン
酸
を
用
い
た
口
腔
白
板

症
八
〇
例
の
治
験
を
報
告
す
る
。
そ
の
う
ち
、
薬
剤
シ
ー
ト
を
用
い

た
も
の
が
五
一
例
、
軟
膏
を
用
い
た
ケ
ー
ス
が
二
九
例
で
あ
る
。
短

期
の
治
療
効
果
観
察
で
、
薬
剤
シ
ー
ト
の
総
有
効
率
は
96
・
08
％

（
49
／
51
）、
無
効
3
・
92
％
（
2
／
51
）
と
な
っ
た
。
軟
膏
で
の

有
効
率
は
100
％
で
あ
っ
た
。

第
2
節　

口
腔
顔
面
外
科
学

　

一
九
四
九
年
以
前
、
中
国
に
お
け
る
主
要
な
口
腔
外
科
の
業
務
範

囲
は
歯
槽
外
科
に
集
中
し
て
い
た
。
一
九
四
九
年
以
降
、
中
国
口
腔

外
科
は
急
速
に
発
展
し
、
そ
の
内
容
は
伝
統
的
な
口
腔
外
科
の
領
域

以
外
に
、
さ
ら
に
顔
面
・
頸
部
（
上
部
）
の
腫
瘤
外
科
お
よ
び
頭
頸

部
成
形
外
科
の
大
部
分
を
含
み
、
一
学
科
あ
る
い
は
国
外
【
の
口
腔

外
科
】
と
は
異
な
る
学
科
構
成
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

口
腔
顔
面
外
科
の
基
礎
と
臨
床
と
を
統
合
す
る
研
究
分
野
は
、

一
九
七
八
年
以
降
広
範
囲
に
拡
大
し
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

外
頸
動
脈
分
岐
の
位
置
お
よ
び
血
管
径
の
大
小
等
の
研
究
は
、
挿
管

治
療
の
根
拠
を
提
供
し
た
。
上
顎
第
二
大
臼
歯
遠
心
歯
槽
頂
部
と
卵

円
孔
の
相
互
関
係
は
、
口
腔
内
を
経
て
卵
円
孔
か
ら
注
射
を
行
う
た

め
の
一
つ
の
新
し
い
手
段
を
提
供
し
た
。
舌
下
腺
と
そ
れ
に
関
連
す

る
応
用
解
剖
の
研
究
は
、
口
腔
内
を
経
て
舌
下
腺
を
切
除
す
る
舌
下
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腺
嚢
腫
治
療
の
成
績
を
高
め
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、

小
さ
な
牛
骨
お
よ
び
異
種
軟
骨
移
植
の
研
究
、
下
顎
骨
骨
折
の
癒
合

の
研
究
、口
腔
顔
面
部
悪
性
腫
瘤
手
術
に
お
け
る
免
疫
機
能
の
影
響
、

リ
ン
パ
節
免
疫
反
応
と
口
腔
扁
平
上
皮
癌
の
予
後
の
関
係
、
冷
凍
生

検
と
冷
凍
前
後
の
癌
細
胞
の
超
微
細
構
造
観
察
、
口
腔
粘
膜
白
板
症

お
よ
び
ド
ラ
イ
ソ
ケ
ッ
ト
の
動
物
モ
デ
ル
作
成
、
組
織
と
臓
器
に
お

け
る
モ
レ
イ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
作
用
と
影
響
、
ラ
ッ
ト
顔
面
部
に

お
け
る
コ
バ
ル
ト
60
照
射
後
の
歯
牙

顎
に
対
す
る
系
統
的
影
響
、

正
常
ヒ
ト
顎
関
節
部
の
微
小
血
管
造
影
の
研
究
な
ど
の
よ
う
に
、
臨

床
に
お
い
て
均
し
く
一
定
の
指
導
的
意
義
を
有
す
る
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。

　

歯
牙
お
よ
び
歯
槽
部
の
外
科
業
務
も
比
較
的
大
き
な
発
展
を
み
せ

て
い
る
。
歯
牙
移
植
と
再
植
術
は
中
国
全
土
に
均
し
く
普
及
し
、
あ

る
も
の
は
さ
ら
に
実
験
的
研
究
と
直
結
し
、
再
植
時
の
留
意
点
は

歯
根
膜
の
保
存
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い

る
。
異
個
体
歯
牙
移
植
の
三
年
生
着
率
は
80
・
4
％
に
達
し
、
最
長

例
は
二
十
三
年
に
お
よ
び
、
移
植
歯
牙
の
種
類
（
各
種
金
属
、
高
分

子
化
合
物
な
ど
の
人
工
物
を
含
む
）
の
業
務
分
野
は
大
き
く
発
展
し

た
。
ド
ラ
イ
ソ
ケ
ッ
ト
の
病
因
、
治
療
と
予
防
的
研
究
は
、
す
で
に

重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
抜
歯
創
傷
の
あ
る
要
因
が
、
ド
ラ
イ
ソ
ケ
ッ

ト
発
生
の
大
き
く
、
主
要
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
臨

床
に
お
い
て
、
下
顎
埋
伏
智
歯
抜
歯
後
、
特
に
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
海
綿

の
填
塞
お
よ
び
縫
合
を
行
い
創
面
を
縮
小
し
た
方
法
で
は
、
ド
ラ
イ

ソ
ケ
ッ
ト
の
予
防
効
果
は
良
好
で
あ
っ
た
。
埋
伏
智
歯
抜
歯
法
は
改

良
進
歩
し
、
高
速
タ
ー
ビ
ン
用
コ
バ
ル
ト
バ
ー
お
よ
び
特
製
の
長
い

コ
バ
ル
ト
針
を
用
い
即
座
に
歯
牙
を
分
離
し
た
後
に
抜
歯
す
る
方
法

は
、
操
作
時
間
が
短
く
、
特
に
優
れ
て
い
る
点
は
ハ
ン
マ
ー
と
鑿
に

よ
る
振
動
や
苦
痛
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
心
臓
血
管
系

疾
患
を
有
す
る
患
者
の
抜
歯
の
問
題
、
麻
酔
剤
中
の
エ
ピ
ネ
フ
リ
ン

適
用
の
問
題
や
口
腔
外
科
に
お
け
る
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
お
よ

び
予
防
等
の
問
題
が
研
究
さ
れ
、
一
定
に
成
果
が
挙
が
っ
て
い
る
。

医
薬
衛
生
事
業
の
発
展
に
よ
り
、
中
国
国
民
の
生
活
水
準
は
絶
え
間

な
く
向
上
し
、
顎
顔
面
部
の
蜂
窩
織
炎
、
骨
髄
炎
、
頬
部
壊
疽
お
よ

び
そ
の
後
遺
症
は
す
で
に
珍
し
い
も
の
と
な
っ
た
。

　

口
腔
顎
顔
面
部
の
創
傷
分
野
で
は
、
顔
面
部
熱
傷
・
頭
部
脳
挫
傷

を
伴
う
外
傷
・
顔
面
１
／
３
に
及
ぶ
骨
折
等
の
救
急
治
療
と
外
形
の

回
復
、
咀
嚼
機
能
の
再
建
な
ど
で
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
骨

折
固
定
方
法
は
、
骨
間
の
ワ
イ
ヤ
ー
等
に
よ
る
暫
間
固
定
や
各
種
の

固
定
用
副
木
が
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
近
年
で
は
エ
ナ
メ
ル
質
接
着
剤

の
貼
片
を
用
い
牽
引
固
定
す
る
こ
と
で
患
者
の
不
快
感
は
減
少
し
、

組
織
の
損
傷
も
減
少
し
た
。
骨
折
の
固
定
期
間
は
大
幅
に
短
縮
さ
れ

た
。

　

口
腔
顎
顔
面
部
腫
瘤
の
分
野
で
は
、そ
の
進
展
は
極
め
て
迅
速
で
、

手
術
の
治
療
効
果
で
は
特
に
良
好
な
成
績
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
晩
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期
悪
性
腫
瘍
の
両
側
同
時
頸
部
リ
ン
パ
節
根
治
郭
清
術
の
五
年
生
存

率
は
37
・
5
％
で
あ
る
。
頭
部
顔
面
部
連
合
根
治
術
は
全
国
の
数
多

く
の
病
院
で
用
い
ら
れ
、
頭
底
部
に
滲
入
し
た
腫
瘍
の
治
療
に
新
た

な
手
段
を
開
い
た
。
悪
性
腫
瘍
に
応
用
さ
れ
る
総
合
的
な
治
療
の
原

則
は
、
治
療
効
果
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
新
技
術
、
新
し
い
治
療
法
が
あ
る
。
例
え
ば
、
冷
凍
、

マ
イ
ク
ロ
波
、
免
疫
、
レ
ー
ザ
ー
光
（
Ｙ
Ａ
Ｇ
レ
ー
ザ
ー
、
CO2

レ
ー

ザ
ー
、
ヘ
マ
ト
ポ
ル
フ
ィ
リ
ン
誘
導
体
を
使
用
し
た
光
化
学
治
療
法

【Photodynam
ic therapy

】
な
ど
）、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
な
ど

が
す
で
に
口
腔
顎
顔
面
外
科
領
域
で
使
用
さ
れ
、
か
つ
一
定
の
成
績

が
得
ら
れ
て
い
る
。
腫
瘍
の
術
後
欠
損
部
の
即
時
整
復
は
と
り
わ
け

迅
速
に
進
展
し
、
か
つ
い
く
つ
か
の
新
機
軸
で
、
腫
瘍
の
最
大
限
の

根
治
と
機
能
回
復
を
両
立
さ
せ
た
。
下
顎
骨
腫
瘍
切
除
後
の
即
時
骨

移
植
の
成
功
率
は
85
％
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
血
管
が
付
着
す
る
腸

骨
遊
離
移
植
で
は
、
そ
の
成
功
率
は
す
で
に
95
％
に
達
し
て
い
る
。

　

軟
組
織
欠
損
部
の
即
時
整
復
で
は
、
常
に
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法

は
全
額
ト
ン
ネ
ル
皮
弁
、
舌
弁
、
口
蓋
皮
弁
、
頭
頸
部
皮
弁
、
胸
三

角
皮
弁
、
広
頸
筋
皮
弁
、
胸
鎖
乳
突
筋
皮
弁
、
大
胸
筋
皮
弁
で
あ
る
。

と
り
わ
け
顕
微
外
科
技
術
に
よ
る
血
管
吻
合
遊
離
皮
弁
移
植
術
の
応

用
は
、
手
術
回
数
が
少
な
く
、
成
功
率
が
高
く
（
す
で
に
90
％
に
達

す
る
）、
入
院
期
間
が
短
縮
す
る
等
の
利
点
が
あ
る
。

　

一
九
四
九
年
以
降
、
各
種
の
唇
・
口
蓋
裂
手
術
が
す
で
に
各
地
で

行
わ
れ
て
お
り
、か
つ
そ
の
方
法
は
間
断
な
く
改
善
向
上
し
て
い
る
。

研
究
の
重
点
は
、
単
に
病
因
学
、
手
術
年
齢
、
手
術
方
法
の
改
良
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
機
能
や
構
音
効
果
の
評
価
等
の
分
野
に
及
ん
で

い
る
。
口
蓋
裂
に
お
け
る
早
期
手
術
（
二
〜
四
歳
時
）
の
考
え
方
は
、

す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
受
入
れ
ら
れ
広
く
普
及
し
て
い
る
。
口
蓋

裂
の
手
術
方
法
は
、
回
転
推
進
法
お
よ
び
三
角
弁
法
を
ベ
ー
ス
に
、

い
ま
な
お
不
断
の
改
良
に
取
組
ん
で
い
る
。
口
蓋
裂
治
療
で
は
、
手

術
法
の
改
良
以
外
に
、
術
後
の
構
音
効
果
に
つ
い
て
も
な
お
一
層
の

尽
力
を
し
て
い
る
。
録
音
分
析
、
鼻
咽
腔
造
営
、
咽
腔
側
壁
の
活
動

度
な
ど
の
複
数
の
因
子
を
提
議
し
、
構
音
効
果
の
総
合
的
評
価
に
努

め
て
い
る
。

　

外
科
的
矯
正
術
は
奇
形
発
育
の
顎
骨
矯
正
に
用
い
ら
れ
、
す
で
に

中
国
全
土
に
普
及
し
て
い
る
。
下
顎
骨
体
部
、
下
顎
枝
の
斜
行
あ
る

い
は
横
行
分
離
（
切
離
）
の
伝
統
的
方
法
以
外
に
、
下
顎
矢
状
面

劈
開
術
【
下
顎
枝
矢
状
分
割
術
（SSRO

：Sagittal Split Ram
us 

O
steotom

y

）、
下
顎
前
突
・
下
顎
後
退
・
下
顎
左
右
非
対
称
な
ど

の
顎
変
形
症
に
適
応
可
能
な
顎
矯
正
手
術
の
一
つ
】
お
よ
び
上
顎
骨

に
お
け
る
各
種
術
式
が
応
用
さ
れ
始
め
、
良
好
な
成
績
を
収
め
て
い

る
。

　

顎
関
節
惑
乱
統
合
症
の
比
較
系
統
的
研
究
は
す
で
に
進
行
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
Ｘ
線
像
に
よ
る
正
常
値
測
定
、
病
因
分
析
、
疾
患
の

分
類
、
関
節
造
影
、
関
節
録
音
、
筋
電
図
、
外
科
的
治
療
の
検
討
な
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ど
で
あ
る
。
臨
床
上
、
総
合
的
な
治
療
法
を
用
い
て
、
比
較
的
良
好

な
効
果
を
得
て
い
る
。

　

唾
液
腺
疾
患
の
分
野
に
お
い
て
、
シ
ェ
ー
グ
レ
ン
氏
病
の
研
究
は

比
較
的
深
く
探
究
さ
れ
て
お
り
、
東
洋
医
学
と
西
洋
医
学
に
よ
る
統

合
治
療
は
一
定
の
成
果
を
収
め
て
い
る
。
各
種
唾
液
腺
癌
の
五
年
生

存
率
は
す
で
に
70
・
14
％
に
達
し
、
唾
液
腺
混
合
腫
瘍
の
術
後
再
発

率
は
わ
ず
か
に
3
・
1
％
で
あ
る
。

　

神
経
疾
患
、
特
に
三
叉
神
経
痛
は
骨
腔
学
説
を
応
用
し
た
治
療
が

進
め
ら
れ
、
比
較
的
よ
い
効
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
新
技

術
で
あ
る
高
周
波
療
法
も
ま
た
い
く
つ
か
の
機
関
で
展
開
さ
れ
て
お

り
、
比
較
的
理
想
的
な
治
療
効
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
四
九
年
以
降
、
口
腔
顎
顔
面
部
Ｘ
線
診
断
学
は
大
い
な
る
発

展
を
み
て
い
る
。
過
去
に
は
、
単
に
歯
牙
と
歯
周
組
織
病
変
お
よ
び

そ
の
投
影
技
術
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
現
在
は
顎
骨
の
炎
症
、

腫
瘍
、
外
傷
お
よ
び
唾
液
腺
、
顎
関
節
の
疾
病
等
の
診
断
に
ま
で
お

よ
ん
で
い
る
。
そ
の
診
断
レ
ベ
ル
と
投
影
技
術
は
格
段
に
向
上
し
、

曲
面
体
層
帯
頭
影
測
量
装
置
【
オ
ル
ソ
パ
ン
ト
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
Ｘ
線

撮
影
装
置
】
お
よ
び
口
腔
体
腔
撮
影
機
【
パ
ナ
グ
ラ
フ
ィ
ー
Ｘ
線
撮

影
装
置
】
等
の
機
器
、
な
ら
び
に
、
唾
液
腺
造
影
、
血
管
造
影
、
鼻

咽
腔
造
影
、
上
顎
洞
造
影
な
ど
の
造
影
技
術
が
均
し
く
臨
床
に
て
展

開
応
用
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
三
年
に
は
、
中
国
で
顎
関
節
造
影
技

術
の
応
用
が
開
始
さ
れ
た
が
、
世
界
中
で
も
こ
の
種
の
技
術
を
応
用

し
た
比
較
的
早
期
の
国
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
位
体
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
Ｂ
型
超
音
波
診
断
装
置
は
、
顎
顔
面
部

骨
疾
患
お
よ
び
唾
液
腺
疾
患
の
診
断
に
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
四
九
年
以
来
、中
国
口
腔
医
学
の
際
立
っ
た
成
果
の
一
つ
は
、

口
腔
顎
顔
面
外
科
の
設
立
と
発
展
で
あ
り
、
口
腔
科
に
入
院
病
棟
の

な
い
歴
史
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

　

一
九
四
九
年
以
来
、
中
国
口
腔
顎
顔
面
外
科
が
収
め
た
成
績
は
、

社
会
的
に
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
九
年
八
月
に
出
版
さ
れ
た

「
簡
明
中
国
百
科
全
書
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
中
国
針
麻
酔
術
、
顕

微
外
科
技
術
、
広
範
囲
の
熱
傷
治
療
技
術
な
ど
が
す
べ
て
世
界
の
先

進
的
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
中
国
で
は
完
全
な
全

鼻
再
建
術
、
全
耳
再
建
術
、
全
顔
植
皮
術
等
の
一
回
手
術
法
が
す
で

に
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
術
は
、
他
の
国
々
で
は
数
次
の
手

術
で
な
い
と
完
了
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

中
国
顎
顔
面
外
科
は
、次
第
に
発
展
し
、無
か
ら
有
と
な
っ
て
い
っ

た
。
一
九
四
九
年
以
前
、
少
数
の
条
件
が
整
っ
た
比
較
的
良
好
な
病

院
で
は
あ
る
が
、
頸
リ
ン
パ
節
連
合
根
治
術
、
両
側
外
頸
動
脈
結
紮

術
、
上
顎
骨
切
除
術
、
口
唇
・
口
蓋
裂
修
復
術
、
肋
軟
骨
移
植
に
よ

る
鞍
鼻
奇
形
の
修
正
術
お
よ
び
皮
膚
移
植
、
皮
膚
血
管
移
植
、
皮
弁

移
植
な
ど
の
手
術
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
顎
顔
面
外

科
が
一
つ
の
学
科
と
し
て
は
、
一
九
四
九
年
以
降
に
な
っ
て
初
め
て

漸
く
発
展
し
て
来
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
も
あ
る
。
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比
較
的
早
期
に
設
置
さ
れ
た
口
腔
顎
顔
面
外
科
の
病
棟
は
、
華
西

大
学
顎
顔
面
学
部
に
よ
る
も
の
で
、
一
九
五
一
年
十
月
夏
良
才
学
部

主
任
の
指
導
の
も
と
、
本
学
部
は
華
西
大
学
存
仁
病
院
内
に
設
け
ら

れ
、
十
二
床
程
度
の
病
棟
部
が
置
か
れ
た
。
一
九
五
三
年
に
は
、
正

式
に
四
〇
床
程
度
の
口
腔
顎
顔
面
外
科
病
室
と
し
て
成
立
し
て
い

る
。

　

そ
の
他
の
五
〇
年
代
初
頭
に
設
け
ら
れ
た
顎
顔
面
外
科
に
は
、

一
九
五
二
年
張
滌
生
が
担
当
す
る
上
海
同
済
病
院
（
現
在
の
第
二
軍

医
大
学
第
二
附
属
病
院
、
別
名
長
征
病
院
）
が
あ
る
。
彼
が
口
腔
科

主
任
の
間
、
一
五
〜
二
〇
床
の
口
腔
整
形
病
床
が
置
か
れ
、
口
腔
顎

顔
面
部
の
先
天
奇
形
、
熱
傷
、
戦
傷
、
奇
形
お
よ
び
腫
瘍
患
者
の
治

療
を
行
っ
て
い
る
。

　

一
九
五
三
年
に
は
、
北
京
大
学
医
学
院
口
腔
医
学
部
内
の
北
京
医

学
院
第
一
病
院
に
口
腔
顎
顔
面
外
科
病
室
が
設
け
ら
れ
た
。

　

一
九
五
六
年
に
全
国
口
腔
顎
顔
面
外
科
研
修
班
を
開
催
し
た
の

ち
、
上
海
第
二
医
学
院
お
よ
び
第
四
軍
医
大
学
の
口
腔
医
学
部
口
腔

顎
顔
面
外
科
が
比
較
的
早
期
に
充
実
し
て
い
っ
た
。

１
．
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症

　
（
1
）
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
の
発
病
率
に
関
す
る
統
計

　

口
腔
顎
顔
面
部
の
炎
症
は
、
五
〇
年
代
に
お
い
て
口
腔
科
の
な
か

で
は
最
も
多
く
見
ら
れ
る
疾
患
で
、
こ
の
時
期
の
口
腔
顎
顔
面
外
科

の
重
点
分
野
の
一
つ
で
あ
る
。四
川
医
学
院
に
よ
る
報
告（
一
九
五
一

〜
一
九
五
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
顎
顔
面
部
炎
症
の
入
院
患
者
に
占
め

る
割
合
は
41
・
7
％
に
上
っ
て
い
る
。

 　

一
九
五
七
年
、
張
永
福
は
河
西
医
学
院
附
属
病
院
口
腔
科
の

一
九
五
五
年
一
月
〜
一
九
五
六
年
六
月
ま
で
の
入
院
患
者
一
三
五
名

中
、
顎
顔
面
部
感
染
例
は
七
七
例
で
、
入
院
患
者
の
57
％
を
占
め
て

い
る
と
報
告
す
る
。

　

一
九
六
四
年
、
焉
晋
緒
は
青
海
省
人
民
病
院
口
腔
科
に
お
け
る

一
九
五
八
年
一
月
〜
一
九
六
二
年
十
二
月
ま
で
の
デ
ー
タ
を
報
告
す

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
入
院
患
者
一
二
二
三
例
中
、
顎
顔
面
部
炎
症

は
六
八
五
例
、
入
院
患
者
の
55
％
を
占
め
て
い
た
。

　

一
九
六
六
年
、
邱
蔚
六
ら
は
上
海
第
二
医
学
院
附
属
広
慈
病
院
口

腔
顎
顔
面
外
科
病
棟
の
一
九
五
三
〜
一
九
六
二
年
の
入
院
患
者
合
計

二
六
九
二
名
の
デ
ー
タ
を
報
告
し
、
そ
の
う
ち
炎
症
例
は
五
四
六
例

で
あ
り
、
平
均
す
る
と
全
症
例
の
20
・
28
％
を
占
め
て
い
た
。
筆
者

ら
は
指
摘
し
て
い
る
：
医
療
水
準
の
普
遍
的
向
上
と
抗
生
物
質
や
手

術
治
療
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
炎
症
に
お
け
る
診
断
と
治
療
技
術
は
基

本
的
に
十
分
な
レ
ベ
ル
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、し
か
し
な
が
ら
、

我
々
は
、
資
料
の
総
括
過
程
の
な
か
で
、
少
な
か
ら
ず
問
題
が
依
然

と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
重
々
と
感
じ
て
い
る
。：
例
え
ば
、

い
ま
だ
発
病
率
は
比
較
的
高
い
こ
と
（
口
腔
顎
顔
面
外
科
病
棟
内
で

の
病
種
の
第
三
位
で
あ
る
）、
死
亡
率
（
2
・
01
％
）
も
い
ま
だ
ゼ
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ロ
で
は
な
い
こ
と
、
入
院
期
間
（
平
均
入
院
日
数
17
・
87
日
）
も
い

ま
だ
長
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
、治
癒
率
（
86
・
58
％
）
は
人
々

に
満
足
感
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

 （
2
）
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
の
発
病
原
因
の
分
析

　

一
九
五
三
年
、
宋
儒
耀
は
、
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
の
発
病
率
は
高

く
、
そ
の
原
因
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
口
腔
と
顎

骨
の
感
染
は
、
人
体
に
と
っ
て
多
発
す
る
部
位
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

の
主
な
原
因
は
、（
1
）
歯
原
性
感
染　
（
2
）
創
傷　
（
3
）
口
唇

な
ら
び
に
頬
部
の
腫
瘤　
（
4
）
副
鼻
腔
炎　
（
5
）
唾
液
腺
の
結
石

と
感
染　
（
６
）
血
液
由
来
の
感
染
で
あ
る
。
六
種
の
原
因
の
う
ち

で
歯
原
性
感
染
が
最
も
多
発
し
て
い
る
。

　

一
九
五
五
年
、
鄒
兆
菊
ら
は
、
一
九
二
二
〜
一
九
三
二
年
の
北
京

協
和
病
院
に
お
け
る
一
一
九
五
例
の
骨
髄
炎
の
う
ち
で
、
下
顎
骨
骨

髄
炎
が
二
〇
四
例
で
第
一
位
を
占
め
、
上
顎
骨
骨
髄
炎
が
三
六
例
で

第
六
位
で
あ
る
こ
と
を
報
告
す
る
。
本
症
例
の
顎
骨
骨
髄
炎
の
大
半

は
歯
原
性
（
89
％
）
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
で
埋
伏
智
歯
に
起

因
す
る
も
の
（
20
％
）
が
最
も
主
要
な
原
因
で
あ
る
。

　
（
3
）
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
に
併
発
す
る
症
状
の
分
析

　

口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
は
単
に
発
病
率
が
高
い
だ
け
で
は
な
く
、
加

え
て
併
発
症
が
頻
発
し
死
亡
率
が
と
て
も
高
い
。

　

一
九
五
六
年
、
沈
国
祚
は
、
歯
槽
膿
瘍
に
併
発
し
た
海
綿
腔
血
栓

形
成
の
一
例
を
報
告
す
る
。
患
者
は
治
療
後
、
救
急
処
置
の
か
い
も

な
く
死
亡
し
た
。

　

一
九
五
七
年
、
呂
培
錕
は
膿
毒
性
【
化
膿
性
】
海
綿
腔
血
栓
形
成

の
四
例
を
報
告
し
、
そ
の
う
ち
の
一
例
は
死
亡
し
た
。
筆
者
は
指
摘

す
る
：
早
期
確
定
診
断
と
時
機
に
適
っ
た
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と

が
、
治
癒
す
る
か
否
か
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　

一
九
五
七
年
、
蔣
長
椿
は
急
性
歯
原
性
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ

れ
た
両
側
顎
顔
面
下
間
隙
と
左
側
耳
下
間
隙
膿
瘍
、
頭
蓋
骨
骨
髄
に

継
発
し
た
脳
膿
腫
、
化
膿
性
脳
膜
炎
に
よ
る
死
亡
例
一
例
を
報
告
す

る
。

　

一
九
六
五
年
、孫
永
清
ら
は
海
綿
腔
静
脈
炎
一
〇
例
を
報
告
す
る
。

六
例
は
上
下
口
唇
か
ら
鼻
部
の
膿
腫
を
引
き
起
こ
し
、
四
例
は
歯
原

性
の
も
の
で
あ
る
。
膿
腫
は
す
べ
て
押
し
出
さ
れ
た
経
過
を
経
て
、

通
常
は
排
膿
後
二
十
四
〜
四
十
八
時
間
で
海
綿
腔
静
脈
炎
の
症
状
が

出
現
す
る
。
本
症
例
の
う
ち
五
例
は
死
亡
し
た
。

　

一
九
六
四
年
、
邱
蔚
六
ら
は
「
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
に
合
併
す
る

全
身
併
発
症
問
題
の
検
討
」
を
発
表
し
、
上
海
第
二
医
学
院
附
属
広

慈
病
院
口
腔
顎
顔
面
外
科
の
一
九
五
三
〜
一
九
六
二
年
の
一
〇
年
間

に
治
療
を
行
っ
た
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
に
合
併
す
る
全
身
併
発
症
患

者
一
三
例
を
報
告
す
る
。
一
三
例
は
同
時
期
炎
症
症
例
の
2
・
38
％

に
当
た
っ
て
い
る
。
本
症
例
で
最
も
多
く
見
ら
れ
た
も
の
は
歯
原
性
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炎
症
か
ら
継
発
し
た
ケ
ー
ス
で
、主
な
全
身
併
発
症
と
し
て
敗
血
症
、

膿
毒
血
症
、肺
炎
、肺
膿
腫
を
合
併
し
、死
亡
率
は
46
・
1
％
で
あ
る
。

　

一
九
五
九
年
、
張
永
福
は
、
口
唇
部
解
剖
の
特
徴
に
よ
り
口
唇
部

の
癰
【
癰
（
よ
う
・carbuncle

）
は
、
隣
同
士
の
数
個
以
上
の
毛

包
や
毛
包
の
周
囲
に
同
時
に
細
菌
感
染
が
生
じ
た
も
の
】
は
致
命
的

脅
威
と
な
る
疾
病
の
一
つ
で
あ
る
と
報
告
す
る
。
筆
者
は
五
〇
例
の

口
唇
部
癰
の
異
な
る
臨
床
徴
候
を
根
拠
に
三
類
に
分
類
し
た
。
限
局

型
一
五
例
、
局
部
拡
散
型
二
五
例
、
全
身
拡
散
型
一
〇
例
で
あ
る
。

　

 （
4
）
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症
の
治
療

　

一
九
五
九
年
張
永
福
、
一
九
六
四
年
邱
蔚
六
は
口
腔
顎
顔
面
部
炎

症
に
合
併
す
る
全
身
併
発
症
問
題
の
治
療
に
対
し
て
検
討
を
加
え
指

摘
す
る
：
一
般
治
療
（
支
持
療
法
）、
局
部
治
療
、
病
原
治
療
、
病

因
治
療
な
ど
の
総
合
的
治
療
方
法
の
採
用
は
、
口
腔
顎
顔
面
部
炎
症

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
、
比
較
的
良
好
な
効
果
を
も
た
ら
す
：

限
局
型
患
者
は
平
均
五
日
で
治
癒
し
：
局
部
拡
散
型
で
は
平
均
七
日

前
後
で
治
癒
す
る
：
全
身
拡
散
型
の
治
療
期
間
は
そ
れ
に
比
べ
る
と

長
い
。
本
症
例
五
〇
例
の
う
ち
、
わ
ず
か
一
例
の
み
が
死
亡
し
、
そ

の
率
は
2
％
で
あ
る
。

　

一
九
五
五
年
、
王
翰
章
は
、
顎
顔
面
外
科
で
の
頸
部
密
閉
療
法
に

お
け
る
臨
床
応
用
の
初
歩
的
報
告
（
一
〇
〇
例
の
分
析
を
含
む
）
の

な
か
で
指
摘
す
る
：
顎
顔
面
部
感
染
に
お
け
る
頸
部
密
閉
療
法
の
治

療
効
果
は
顕
著
で
あ
る
。
炎
症
の
初
期
に
お
け
る
頸
部
密
閉
療
法
の

治
療
効
果
は
炎
症
拡
大
の
抑
制
・
阻
止
に
優
れ
、
炎
症
の
後
期
に
お

い
て
は
化
膿
の
限
局
化
促
進
に
有
効
で
あ
り
、
感
染
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
対
し
て
本
療
法
は
補
助
的
な
働
き
を
発
揮
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
が
、
抗
生
物
質
の
同
時
投
与
は
必
要
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
張
万
通
は
黄
連
解
毒
湯
を
用
い
た
口
腔
顎
顔
面
部

炎
症
疾
病
四
一
五
例
の
治
療
を
行
い
、
有
効
率
が
94
・
2
％
に
達
し

た
こ
と
を
報
告
す
る
。

　

一
九
六
四
年
、
王
大
章
、
毛
祖
彝
は
頭
顔
面
部

【

（
お
で
き
・

furuncle

）
は
、
一
つ
の
毛
包
に
細
菌
が
感
染
し
て
生
じ
る
皮
膚
感

染
症
】・
癰
に
合
併
し
た
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
敗
血
症
（
八
四
例
の
分

析
を
含
む
）
を
報
告
す
る
。
筆
者
ら
は
四
川
医
学
院
口
腔
顎
顔
面
外

科
研
究
室
に
お
け
る
過
去
一
〇
年
間
の
頭
顔
面
部

・
癰
に
合
併
し

た
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
敗
血
症
の
入
院
治
療
例
八
四
例
（
臨
床
上
、
合

併
敗
血
症
と
確
定
す
る
も
、
し
か
し
血
液
培
養
検
査
陰
性
の
治
癒
例

二
三
例
は
除
か
れ
た
）
の
分
析
を
行
う
。

　

本
治
療
群
の
全
身
治
療
は
、
三
つ
の
情
況
に
分
類
さ
れ
、
全
身
の

強
化
に
あ
っ
て
は
支
持
療
法
を
土
台
と
し
、
炎
症
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
治
療
を
行
っ
た
。
単
独
抗
生
剤
治
療
（
三
〇
例
）、
抗
生
物
質

併
用
人
工
冬
眠
治
療
（
九
例
）、
東
洋
医
学
・
西
洋
医
学
統
合
治
療

（
四
五
例
）
の
通
り
で
あ
る
。
漢
方
は
予
め
用
意
し
た
方
剤
と
弁

証
治
療
を
互
い
に
結
合
し
た
原
則
を
用
い
、
概
ね
体
温
が
三
九
℃
以
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上
の
者
に
は
「
紫
雪
丹
」
を
、
精
神
状
態
が
混
濁
し
て
い
る
者
に
は

「
至
宝
丹
」
を
用
い
、
意
識
不
明
あ
る
い
は
痙
攣
を
起
こ
し
た
者
に

は
「
牛
黄
丸
」
に
改
め
、
肺
部
合
併
症
が
認
め
ら
れ
た
時
に
は
、
と

り
わ
け
肺
膿
腫
合
併
の
際
は
、「
葦
茎
湯
」
の
加
減
を
増
や
す
。
症

状
の
重
篤
な
場
合
に
は
、
特
に
中
毒
性
シ
ョ
ッ
ク
を
呈
し
た
際
に
は

ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
を
投
与
し
、
か
つ
ま
た
、
血
圧
の
上
昇
・
維
持

を
心
が
け
る
。
肺
部
合
併
症
が
重
篤
な
場
合
は
、
滲
出
液
が
肺
に
貯

ま
り
、
気
道
下
段
の
狭
窄
・
閉
鎖
が
起
こ
り
、
あ
る
い
は
、
意
識
不

明
や
シ
ョ
ッ
ク
時
の
危
険
な
状
況
で
は
気
管
切
開
を
行
う
。

　

予
後
：
本
症
例
八
四
例
の
う
ち
で
、
死
亡
は
一
七
例
（
一
一
例
は

入
院
後
二
四
時
間
以
内
に
死
亡
）
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
抗
生
物
質

治
療
群
の
死
亡
は
一
二
例
（
致
死
率
40
％
）、
抗
生
物
質
を
加
え
た

人
工
冬
眠
治
療
群
の
死
亡
は
三
例
（
33
・
34
％
）、
漢
方
・
西
洋
医

学
統
合
治
療
群
の
死
亡
は
二
例
（
4
・
44
％
）
で
あ
る
。

２
．
顎
顔
面
部
創
傷

　
（
1
）
顎
顔
面
部
創
傷
の
発
病
率

　

平
時
と
戦
時
に
お
け
る
顎
顔
面
部
創
傷
の
発
生
率
は
、
い
ず
れ
も

比
較
的
高
い
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
王
翰
章
は
、
一
九
五
二
年
一
月
〜
一
九
五
九
年
六

月
の
七
年
余
り
の
間
の
四
川
医
学
院
口
腔
顎
顔
面
外
科
の
全
入
院
患

者
二
四
四
五
名
の
う
ち
で
、
顎
顔
面
部
損
傷
は
三
五
〇
名
、
入
院
総

数
の
14
・
3
％
を
占
め
て
い
る
と
報
告
す
る
。

　

顎
顔
面
部
損
傷
で
は
、
小
児
が
占
め
る
割
合
が
と
て
も
大
き
い
。

李
克
莉
（
一
九
六
四
）
は
報
告
す
る
：
天
津
医
学
院
附
属
病
院
口
腔

顎
顔
面
外
科
で
の
一
九
六
一
年
六
月
〜
一
九
六
三
年
十
二
月
の
二
年

半
の
中
で
、
十
二
才
以
下
の
小
児
の
口
腔
顎
顔
面
部
外
傷
は
合
計

五
二
〇
例
で
、
同
時
期
外
傷
総
数
八
六
三
名
の
60
・
25
％
を
占
め
て

い
た
と
報
告
す
る
。
丁
鴻
才
ら
（
一
九
七
九
）
は
、一
三
八
九
例
中
、

十
三
才
以
下
の
者
が
四
八
二
例
、
率
に
し
て
34
・
70
％
を
占
め
て
い

た
と
報
告
す
る
。

　

顎
顔
面
部
損
傷
の
な
か
で
、
単
純
な
軟
組
織
損
傷
が
比
較
的
多
数

を
占
め
、
丁
鴻
才
ら
の
一
三
八
九
例
の
報
告
に
よ
れ
ば
単
純
性
軟
組

織
損
傷
は
九
〇
七
例
65
・
29
％
を
占
め
、
王
翰
章
の
三
五
〇
例
の
報

告
で
は
軟
組
織
損
傷
は
一
二
八
例
36
・
6
％
を
占
め
て
い
る
。

　
（
2
）
顎
顔
面
部
創
傷
の
併
発
症

　

顎
顔
面
部
骨
折
と
頭
蓋
部
脳
損
傷
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
丁

鴻
才
ら
の
一
三
八
九
例
の
報
告
で
は
一
八
三
例
で
頭
蓋
部
脳
損
傷
を

合
併
し
、
率
は
13
・
17
％
を
占
め
る
。
蔡
慶
華
（
一
九
八
〇
）
は
報

告
す
る
：
北
京
宣
武
病
院
で
一
九
五
八
〜
一
九
七
二
年
の
間
に
治
療

を
行
っ
た
頭
蓋
部
脳
損
傷
患
者
九
三
一
九
例
の
う
ち
合
併
性
損
傷
は

九
二
二
例
を
占
め
る
。
そ
の
う
ち
で
顎
顔
面
部
損
傷
を
伴
う
も
の
は

一
七
四
例
（
18
・
8
％
）
で
あ
る
。
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（
3
）
顎
顔
面
部
損
傷
の
原
因

　

顎
顔
面
部
損
傷
の
原
因
は
、
王
翰
章
の
三
五
〇
例
の
報
告
で
は
、

工
業
に
よ
る
損
傷
が
最
多
で
一
三
二
例
37
・
7
％
を
占
め
、
日
常
生

活
に
よ
る
損
傷
24
・
0
％
、
火
器
に
よ
る
損
傷
21
・
4
％
、
交
通
事

故
に
よ
る
損
傷
5
・
4
％
、
動
物
に
よ
る
損
傷
3
・
4
％
で
あ
る
。

丁
鴻
才
ら
の
一
三
八
九
例
の
報
告
に
よ
る
と
、
致
傷
原
因
は
転
倒
・

打
撃
・
交
通
事
故
お
よ
び
動
物
に
よ
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。

　
（
4
）
顎
顔
面
部
損
傷
の
治
療

　

顎
顔
面
部
損
傷
の
治
療
は
、
顎
骨
骨
折
と
軟
組
織
創
傷
の
処
置
の

二
つ
の
領
域
を
主
要
な
も
の
と
す
る
。

　

丁
鴻
才
ら
は
、
顎
顔
面
部
は
血
流
が
豊
富
で
、
組
織
の
再
生
修
復

力
と
抗
感
染
力
が
比
較
的
強
く
、
故
に
清
拭
縫
合
は
単
に
時
間
の
制

約
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
明
か
な
感
染
さ
え
な
け
れ
ば
清
拭
後
、

均
し
く
創
傷
は
閉
鎖
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
他
の

部
位
の
創
傷
と
は
相
違
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
王
翰
章
ら
は
、
眼

瞼
、
鼻
、
口
唇
、
耳
の
裂
離
傷
に
あ
っ
て
は
拡
創
時
は
特
に
慎
重
で

あ
る
べ
き
で
、
縫
合
を
行
う
場
合
に
は
患
部
組
織
を
元
の
構
造
お
よ

び
位
置
に
戻
す
よ
う
当
然
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い

と
、
そ
の
影
響
に
よ
り
変
形
癒
着
を
も
た
ら
す
。
口
腔
顎
顔
面
部
軟

組
織
の
損
傷
は
、
皮
膚
移
植
・
皮
弁
移
植
な
ど
の
整
形
治
療
が
常
に

求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

王
翰
章
は
、
顔
面
部
熱
傷
の
処
置
に
お
い
て
は
患
者
の
具
体
的
状

況
に
照
ら
し
て
、
シ
ョ
ッ
ク
予
防
、
輸
血
、
補
液
、
感
染
制
御
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
熱
傷
局
部
は
、
多
く
で
採
用
さ

れ
て
い
る
開
放
創
【exposed therapy

】
お
よ
び
中
国
漢
方
薬
で

処
置
を
行
う
。最
重
要
な
点
は
感
染
の
遮
断
と
早
期
の
植
皮
で
あ
る
。

　

顎
骨
骨
折
で
は
、
患
者
の
救
急
救
命
を
主
に
、
ま
ず
止
血
と
窒
息

防
止
、
頭
蓋
部
脳
損
傷
と
シ
ョ
ッ
ク
の
処
置
に
努
め
る
べ
き
で
、
早

過
ぎ
る
復
位
固
定
術
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
遅

す
ぎ
る
復
位
固
定
で
は
常
に
理
想
的
な
治
癒
に
到
達
す
る
こ
と
は
困

難
と
な
る
た
め
患
者
の
具
体
的
状
況
の
観
察
に
努
め
、
最
適
な
固
定

時
期
を
積
極
的
に
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
九
八
〇
年
、
劉
宝
林
、
劉
志
誠
の
九
六
例
の
報
告
で
は
、
顔
面

部
骨
折
が
19
・
9
％
を
占
め
て
い
る
。
上
顎
骨
骨
折
は
一
般
に
病
状

は
比
較
的
重
く
な
る
。
骨
折
に
よ
る
主
な
機
能
障
害
は
不
正
咬
合
で

あ
る
。受
傷
前
の
咬
合
関
係
の
回
復
が
臨
床
的
治
癒
の
目
安
と
な
る
。

範
囲
の
小
さ
い
、
あ
る
い
は
、
わ
ず
か
な
片
側
性
骨
折
の
場
合
は
顎

間
固
定
が
可
能
で
あ
り
、
頭
蓋
を
分
離
す
る
よ
う
な
骨
折
の
場
合
は

即
座
に
上
顎
歯
槽
部
を
口
外
か
ら
固
定
す
る
た
め
の
副
木
、
あ
る
い

は
、
上
顎
歯
槽
部
を
直
接
固
定
す
る
た
め
の
副
木
を
通
す
石
膏
製
の

ギ
ブ
ス
が
必
要
と
な
る
。
上
顎
骨
は
血
流
が
豊
富
で
癒
合
能
力
も
強

く
、
ま
た
強
大
な
咀
嚼
筋
が
付
着
し
て
い
る
た
め
復
位
固
定
は
比
較

的
安
定
し
、
癒
合
も
比
較
的
早
期
に
起
こ
り
一
般
的
に
は
二
週
間
前
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後
で
線
維
性
癒
着
が
生
ず
る
。
本
症
例
の
九
六
例
中
、
七
五
例
で
は

復
位
固
定
が
行
わ
れ
、
そ
の
う
ち
の
七
〇
例
の
治
療
効
果
は
満
足
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

下
顎
骨
骨
折
は
、
そ
の
発
生
率
が
高
い
。
丁
鴻
才
ら
が
報
告
し

た
顎
顔
面
骨
損
傷
四
八
二
例
の
う
ち
、
下
顎
骨
損
傷
は
三
四
八
例
、

72
・
19
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
顎
部
の
発
生
率
が
最
も
高

く
、
三
四
八
例
中
一
四
四
例
に
認
め
ら
れ
、
次
は
体
部
で
一
二
八
例
、

状
突
頸
部
【
関
節
突
起
部
】
五
六
例
の
順
で
あ
る
。

　

下
顎
骨
骨
折
の
半
数
以
上
は
全
身
そ
の
他
部
位
の
損
傷
を
伴
っ
て

お
り
、
そ
の
う
ち
で
は
軽
度
頭
蓋
部
脳
損
傷
お
よ
び
四
肢
損
傷
が
比

較
的
多
い
。
そ
の
治
療
原
則
は
、
脳
部
お
よ
び
全
身
重
要
器
官
に
重

篤
な
損
傷
あ
る
い
は
呼
吸
困
難
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
均
し

く
早
期
の
固
定
手
術
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顎
間
結
紮
は
簡

単
で
行
い
や
す
く
、
理
想
的
咬
合
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
児
童
お
よ
び
無
歯
顎
者
の
下
顎
骨
骨
折
で
は
切
開
復
位
骨
間

結
紮
法
を
採
用
し
良
好
な
結
果
を
得
て
い
る
。

　

銃
火
器
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
下
顎
骨
損
傷
は
、
大
多
数
で
骨

移
植
治
療
が
必
要
で
あ
る
。
宋
儒
耀
、
高
孟
麟
（
一
九
五
六
）
は

一
〇
〇
回
（
九
五
例
）
の
下
顎
骨
移
植
治
験
を
報
告
し
た
。
こ
の

一
〇
〇
回
の
下
顎
骨
移
植
手
術
で
用
い
た
移
植
骨
骨
片
の
う
ち
の

七
八
回
は
新
鮮
自
家
腸
骨
棘
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
七
六
回
は
移
植

骨
が
生
着
し
、
二
次
的
に
移
植
片
が
癒
合
し
た
：
一
三
回
は
冷
凍
異

家
肋
骨
を
用
い
、
そ
の
う
ち
の
七
例
の
移
植
骨
は
生
着
し
、
一
例
で

は
骨
片
に
吸
収
が
見
ら
れ
、
三
例
に
は
復
位
癒
合
し
、
二
例
で
感
染

性
化
膿
が
認
め
ら
れ
た
。
筆
者
ら
の
治
験
か
ら
、
新
鮮
自
家
腸
骨
棘

は
下
顎
骨
移
植
に
対
し
て
最
も
適
し
て
お
り
、そ
の
生
着
率
も
高
く
、

感
染
に
対
す
る
抵
抗
力
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。　

　
　

【
未
完
】
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平
成
二
十
七
度
は
、新
規
に
「
昌
平
塾
」
を
開
講
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
本
学
客
員
教
授
で
あ
る
森
田
実
先
生
を
塾
長
と
し
て
お
招

き
し
、
ま
た
吉
村
作
治
学
長
を
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
い
わ
き
か

ら
の
学
術
発
信
を
強
化
し
、か
つ
て
の
京
都
学
派
に
も
匹
敵
す
る「
い

わ
き
学
派
」
を
確
立
す
る
思
い
で
、
東
京
事
務
所
に
て
原
則
月
一
回

研
究
会
を
行
う
も
の
で
す
。
論
語
素
読
教
室
と
同
様
に
市
民
の
皆
様

に
広
く
開
か
れ
た
講
座
と
し
て
、
多
く
の
方
の
御
参
加
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
御
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
論
語
素
読
教
室
も
含
め
、

東
洋
思
想
研
究
所
な
ら
び
に
儒
学
文
化
研
究
所
の
本
年
度
の
主
な
活

動
は
、
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
月　

　

論
語
素
読
教
室
（
三
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

　
　
　
　

 

昌
平
塾
「
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ト
ー
ク
」

 

（
森
田
実
塾
長
・
吉
村
作
治
学
長
）

　
　
　
　

論
語
素
読
教
室
開
講
（
三
回
）

【
活
動
報
告
】

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

五
月　

　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　
　

昌
平
塾
「
論
語
と
日
本
人
」 

（
森
田
実
塾
長
）

　
　
　
　

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
）

　
　
　
　

昌
平
塾
「
仏
教
入
門
」 

（
松
岡
幹
夫
所
長
）

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　
　

 

第
二
七
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
（
二
回
）

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　
　

 

昌
平
塾
「
政
治
哲
学
―
東
洋
と
西
洋
」

 

（
森
田
浩
之
客
員
教
授
）

八
月　

　

 

第
六
回
「
日
中
韓
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
開
催
（
韓

国
出
張
）

　
　
　
　

昌
平
塾
「
古
代
宗
教
の
中
の
儒
教
」 

（
吉
村
作
治
学
長
）

　
　
　
　

夏
季
休
暇

　
　
　
　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）
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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　

儒
学
文
化
研
究
所

　

〒
九
七
〇
―
八
〇
二
三

　

福
島
県
い
わ
き
市
平
鎌
田
字
寿
金
沢
二
二
―
一

　

電
話　

〇
二
四
六
―
二
一
―
一
六
六
二

 

（
事
務
担
当　

結
城
）

九
月　

　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

　
　
　
　

 

昌
平
塾
「
福
沢
諭
吉
の
読
ま
れ
方
―
―
戦
後
七
〇
年
を
ふ

り
か
え
る
」 

（
先
崎
彰
容
教
授
）

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

十
月　

　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　
　

 

昌
平
塾
「
中
国
山
東
大
学
・
韓
国
成
均
館
大
学
訪
問
の
報

告
」 

（
森
田
実
塾
長
）

　
　
　
　

 

第
一
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

 

（
中
野
信
子
先
生
）

十
一
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　
　

 

昌
平
塾
「
ロ
ゴ
ス
，
動
物
／
人
間
，
音
楽
―
―
欧
州

一
二
〇
〇
年
代
」 

（
関
沢
和
泉
特
任
准
教
授
）

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　
　

 

第
二
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

 

（
吉
村
作
治
学
長
＋
矢
内
廣
先
生
）

十
二
月　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

　
　
　
　

昌
平
塾
「
仏
教
入
門
」 

（
松
岡
幹
夫
所
長
）

　
　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　
　

 

第
三
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催

 

（
檜
垣
真
理
子
先
生
）

　
　
　
　

第
四
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催
（
尾
車
親
方
）
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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
五
〇

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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【講演・発表論文原文】

Queen Elizabeth I as a role model for President 
Park Geun-hye

Jong Il Ro

Ⅰ. Virgin leaders
President Park Geun-hye said Queen Elizabeth I would be her role model when 
she was campaigning as a candidate for president in South Korea in 2012. She 
was elected president for 5 year-term on 19 December 2012 and was sworn 
on 25 February 2013. She has been working for 2 years with her presidency.  
As same women, Elizabeth Ⅰ and Park Geun-hye were daughters of King 
of Henry Ⅷ and President Park Jeong-hee who were absolute and powerful 
sovereigns. They have a lot in common such as losing their mothers with 
unfortunate tragedies. Elizabeth Ⅰ was born a daughter between Henry Ⅷ of 
Tudors and his 2nd Queen Anne Boleyn on 7 September 1533 in Greenwich 
near London. Elizabeth's mother was Anne Boleyn who was called'a 1,000 day's 
Anne' by the famous movie of the same name.

Ann Boleyn was charged with plotting to murder the Henry Ⅷ and twenty-
two counts of adultery - eleven of which have since been proved false, which 
suggests the rest, for which there is no corroborative evidence, are equally 
unlikely. Anne was taken to the Tower, tried and condemned to death. After 
her marriage annulled, she was beheaded on 19 May 1536. Elizabeth was not 
yet three when her mother was executed and no one knows when or how or 
what she found out about that tragic event.

When her sister Mary emerged triumphantly as queen, Elizabeth rode to 
London to greet her. But relations between the half-sisters had never been 
easy, and they soon deteriorated - Mary began to suspect Elizabeth of being a 
secret Protestant.
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Accused of complicity in Sir Thomas Wyatt's rebellion of 1554, which began as 
a protest against Mary's plans to marry Philip of Spain, Elizabeth spent three 
months in the Tower, expecting daily to be executed. 

Nothing could be proved against her, yet although she was eventually freed 
without charge, Mary remained convinced of her guilt. By Elizabeth's own 
later admission, her spell in the Tower was the most traumatic event of her 
youth; in a speech to Parliament, she recalled, 'I stood in danger of my life; my 
sister was so incensed against me. She never ceased to render thanks to God 
for her deliverance, and often spoke of it as a miracle.

Like most educated gentlewoman her day, Elizabeth read and conversed 
fluently in Latin, French, Greek, Spanish, Italian and Welsh. She had read 
the New Testament in Greek, the oration of Isocrates and the tragedies of 
Sophocles, amongst other works. Her interest in philosophy and history was 
enduring, and throughout her life she tried to set aside three hours each 
day to read historical books. Elizabeth was skilled at many of the traditional 
feminine pursuits of the England gentlewoman. In youth, she was adept at 
needlework and known to have embroidered book bindings. Ascham testifies 
to the beauty of her work and the hours she spent engaged upon it. Her 
talent as a calligrapher is evident in the many surviving examples of her 
'sweet Roman hand' that survive. 'Nothing can be more elegant than her 
handwriting', commented Ascham. She was an excellent horsewoman and one 
of her favorite forms of exercise was to go hunting. At other times she enjoyed 
walking outdoors, or shooting with a crossbow. Above all, she passionately 
loved dancing, although prior to her accession she had had little opportunity to 
indulge in this pastime.

After Queen Mary dead, Elizabeth inherited throne.
Elizabeth was twenty-five years old at her accession. She was tall and very 
slender, with a tiny waist, small bosom and beautiful, long-fingered hands, 
which it pleased her vanity to display to advantage in a variety of affected 
poses. She had inherited also Anne Boleyn's long, thin face, high cheekbones 
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and pointed chin. From her father she had her red, naturally curly hair and 
high hooked nose. 
Elizabeth received marriage proposal from King Philip Ⅱ but she rejected it. 
One of the reason she thought was she could not marry her sister's husband 
without dishonouring her father's memory.
Elizabeth's character was something of a mystery to most people in 1558. She 
had learned early on to keep her own counsel, control her emotions, and to 
behave circumspectly in public, thus giving the lie to any adverse rumours 
about her. Although she had lived most of her life away from the public gaze, 
she had cleverly managed to convey to her future subjects-without making 
any public declaration of the fact-that she identified their interests with her 
own and that she would be the champion of the true religion, Protestantism.

Elizabeth Ⅰ stated that she has chosen to stay single despite being offered 
marriage by 'most potent princes', and that she considered she already had a 
husband and children. Showing them her coronation ring, she declared, as she 
was to do on many subsequent occasions: I am already bound onto a husband, 
which is kingdom of England. As for children, every one of you, and as many 
as are Englishman, are children and kinsmen to me.

Similar to the Queen, President Park stated she has been married with 
Republic of Korea.   

There were rumours, though not confirmed, that Queen Elizabeth Ⅰ and 
President Park Geun-hye have numerous lovers.

Elizabeth declared 'This shall be for me sufficient, that a marble stone shall 
declare that a queen, having reigned such a time, lived and died a virgin'. 
Thus was born the legend of the Virgin Queen' upon which Elizabeth would 
capitalise to full advantage, and which would achieve cult status in the years 
to come. But this decision had produced a lot rumours during her long time 
reigns.
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At the beginning of her reign, Sir Thomas Challoner warned Elizabeth: 'A 
young princess cannot be too wary what countenance of familiar demonstration 
she makes. In other words, she could not be too circumspect in her behavior. 
But it was not long before fantastic tales of her alleged promiscuity abounded, 
particularly in the courts of Catholic princes, where she was sometimes reviled 
- much as her mother had been - as a virtual nymphomaniac. It was said that 
she refrained from marriage so as to gratify her lusts with numerous lovers.

Paolo Tiepolo, Venetian ambassador to the court of Philip Ⅱ, reported the 
Doge and Senate: Robert Dudley is a very handsome young man, towards 
whom, in various ways, the Queen evinces such affection and inclination that 
many persons believe that, if his wife- who has been ailing for sometime- were 
perchance to die, the Queen might easily take him for her husband. 

There were numerous stories that she had secretly borne children, although 
how she could have done so without people knowing of it, given the very 
public life she led, remained unexplained.      

In Tudor times, the royal image was all-important, much more so than 
today, for magnificence was regarded as being synonymous with power and 
greatness.

Elizabeth Ⅰ's wardrobe, which was rumoured to contain more than three 
thousand gowns, became legendary during her life time, as her costumes grew 
ever more flamboyant and fantastic. The image of the godly Protestant virgin 
in sober black and white, so carefully cultivated by Elizabeth during her half-
sister's reign, soon gave way to an altogether more colourful and showy image.   
                        
President Park Guen-hye was born on 2 February 1952 in Daegu city, 
Gyengsangbuk-do as a daughter of former President Park Chung-hee, who 
is well known for developing the country's economy and establishing an 
industrial base during his reign, and Mrs Yuk Yong-su who is Park Chung-
hee's second wife.
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Park Guen-hye has been growing and aging with Korea's tumultuous modern 
history.  She is 63 years old now and 18th President in South Korea. It had 
passed a full two-year from her inauguration on 25 February 2013.

She entered Sogang university in Seoul where she majored in electronics, and 
graduated in March 1974. After that, she went over to France and attended 
Grenoble university. During her stay in Grenoble, she heard that her mother 
was assassinated.
After hearing bad news of her mother, she was back to South Korea and 
played the first lady's role till her father's death in 1979.

She came out of the presidential residence which is called the Blue House, 
because her father was assassinated by his own Intelligence chief on 26 
October 1979. Since then, she held a chairwoman of the Scholarship foundation 
and Jeongsu scholarship committee.
  
Since she entered politics in 1998, she was elected a member of the National 
Assembly for a 4-year term and reelected 4 more times. When she was serving 
as the head of the conservative Grand National Party, and was speaking 
to voters, she was slashed in the face on 20 May 2006 at a rally for a Seoul 
mayoral candidate. Voter's fury and sympathy over a knife attack against 
Park's face just days before had been resulted in the Grand National Party's 
landslide in nationwide provincial election.   
Although she ran primary race for the 17th presidential election within Grand 
National Party, she failed to be the candidate. In this race, the winner was 
former Seoul mayor Lee Myung-bak who was her rival. She led minority in 
Grand National Party while President Lee Myung-bak governed for 5 years.

Saenuri Party candidate Park Geun-hye was elected president of South Korea 
on 19 December 2012, defeating Moon Jae-in of the Democratic United Party, 
by 51% to 49% in the voting. Moon Jae-in was a former human rights activist, 
lawyer who was imprisoned for protesting Park Chung-hee's regime. She 
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became the first single, female and engineer president in Korean history.

On 25 February 2013 Park Geun-hye was inaugurated as the 18th president of 
South Korea and took over all legal rights including the commander-in-chief of 
the nation's forces from predecessor at midnight on the same day. 

President Park Geun-hye interviewed with a Le Figaro reporter in Blue House 
just before leaving for Europe. He wrote as follows. She recalled that she heard 
grief news about her mother who was assassinated by a North Korea agent 
during her stay in France, her father also dead by his own Intelligence chief's 
shot in October 1979. She herself could have been killed by a knife attack on 
her face while she was campaigning in 2006 but she remained alive with a scar 
on her face. 

The reporter added : "She was born as a daughter of President and witnessed 
tragic death of her parents, didn't marry all her life. The life of President 
Park Geun-hye who came back to Blue House with her developed political 
power was itself a 'Shakespearian fate' ". This adjective of 'Shakespearian fate' 
means a life of dramatic fate in France. Park Geun-hye as seen by a reporter 
of literature insight seems a heroine in epic drama who seeks disguise from 
princess to president. 

On 5 November 2013, when President Park Geun-hye paid a visit to Queen 
Elizabeth Ⅱ in Buckingham Palace, she took a large portrait of Elizabeth Ⅰ 
from Queen as a gift. 

In spite of about 400 years time difference between Elizabeth I era and now, 
it is wonder a similarity on life theater repertory of two female power leaders. 
As Elizabeth I read and wrote foreign languages such as Latin, French etc. 
fluently, Park Geun-hye maintained popularity by addressing with local 
language such as Chinese, French including English wherever she travelled.
Elizabeth I had a sense on fashion with more than 3,000 clothes as a fashionista 
but also Park Geun-hye wears from one to another various clothes whenever 
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she goes out. 
On 17 December 2012, Park Geun-hye was selected a cover model with a title 
"The Strongman's daughter" on Time of USA, weekly time magazine, published 
in Asia

Sankei newspaper of Japan once reported that there was a rumour about lover 
related to virgin Park Geun-hye in the course of capsizing ship and saving life.

On 16 April 2014, Sewol ferry, Japanese-built Korean ferry, capsized on the 
way to Jeju island from Inchon carrying 476 people. Only 172 people survived 
from this disaster. Most of passengers were Danwon high school students 
in Ansan city. It is enough time for all of passengers to be saved for about 3 
hours from the beginning of the accident to sinking fully, but Korean Maritime 
Police couldn't save them. There was not any attempt, though it could have 
been locked or pushed to the coast to prevent from sinking by making use of 
Navy boat or barge.   

Despite the accident was reported to Blue House at 10 o'clock same day, 
President Park Geun-hye had not met and heard from related officials for 7 
hours about the news on ferry till she visited Central Disaster and Safety 
Countermeasures Headquarters at 5:15 pm. In relation with this, a lawyer of 
Lawyers for Democratic Society said that President must have supervised and 
controlled related ministers and officials for rapid countermeasures against 
disaster. But she was not in her office during working time. He pointed out to 
investigate her absence that day where she was.  

Relating to the tragedy, there was a rumour that Park Geun-hye was in Lotte 
Hotel in Seoul with Mr Chung Yoon-hoe who was once her secretary, and 
there was no one who knew what happened between them in that hotel.

The number of victims might have been decreased if President Park Geun-hye 
had taken some action against the accident after her receiving report.
Chung Yoon-hoe was a close person to her, as chief secretary from 1998 to 
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2004. He was known to run his own business after the chief secretary job.

About her 7 hour absence, Sankei newspaper reported that it was to be related 
to a man who was Chung Yoon-hoe. When about 300 victims sink under cold 
water, some critics doubt where she who is a heroine of scandal was?  A lot of 
people insist that government must clarify the 7 hours of her whereabouts to 
prevent these rumours, and they worry 'why this government doesn't say it 
simply because it is President's privacy ?'.     

Ⅱ. Gloriana for Elizabeth Ⅰ
'To be a king wear a crown is more glorious to them that see it than it is 
pleasure to them that bear it, ' Queen Elizabeth once famously said. At the 
same time, She revelled in and jealously guarded the privileges of sovereignty: 
'I am answerable to none for my actions otherwise than as I shall be disposed 
of my own free will, but to Almighty God alone'. God, she believed, had 
preserved her through many trials to bring her to the throne, and she was 
convinced that she reigned by his especial favour.  

- Via Media police

Elizabeth had resolved religious disputes among Catholics, Protestants and 
Puritans. 
Unlike her sister, she was no fanatic, and hated fanaticism in others, both 
Catholic and Protestant, just as she had little time for bishops and despised 
those hard-line Protestant divines who went about calling each other 'my 
brother in Christ'.
Queen Mary had repealed Henry Ⅷ's Act of Supremacy, and when Elizabeth 
succeeded to the throne England was technically a Catholic kingdom under the 
jurisdiction of the Pope. However, most people expected the royal supremacy 
to be restored by Parliament', just as some kind of Protestant religious 
settlement was anticipated. Since her accession, Elizabeth had given only hints 
as to her intentions regarding the crucial issue of religion, but those hints had 
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led people to believe that England would once again become independent of 
the Catholic Church. As far as Elizabeth was concerned, there could only be 
one head of the Church in England, and that was the monarch. She believed 
she had been called by the Deity to bring about 'the according and unity of 
these people of the realm into a uniform order of religion, to the honour and 
glory of God, the establishing of the Church and the tranquility of the realm'.      
When a bill to restore the royal supremacy over the Church of England was 
introduced the Commons, the Queen was insisting upon treading a middle 
road.
The Protestant faith was to become the established religion of England, but 
her watchwords were to be caution, compromise and moderation. Eventually, 
the bill passed by the commons.

-The mighty Armada had been vanquished

The Elizabethan age was one of discovery and geographical expansion. During 
the century before Elizabeth's accession, Spain had established colonies in the 
Americas and the Indies, whilst Portugal had colonised large parts of Africa 
and what is now Brazil. New trade routes means wider markets and better 
opportunities for plunder, and there were several English privateers who, 
succumbing to the lure of adventure and easy spoils, ventured upon the high 
seas in the quest of riches, new markets for English goods, the chance to 
discountenance the Spaniards, or even the opportunity to found new colonies 
in the Queen's name. Such a man was Francis Drake, a Devon mariner.       

On 29 July 1587, the Pope signed a treaty with Spain, consenting to Philip Ⅱ 
nominating whoever he pleased as the ruler of England, so long as that person 
would agree to restore the Catholic faith. In September, Philip ordered Parma 
to assemble a fleet of barges for the coming invasion. 
Aware of the preparations being made, Elizabeth appointed Charles, Lord 
Howard of Effingham, Lieutenant General, Lord High Admiral and Commander 
of the English navy, and ordered the fleet to be put on standby.
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Moving along the south coast, the stately Armada was making for the 
Netherlands, whence it would escort Parma's army to England. Waiting at 
Plymouth was the English fleet, 150 strong and flying the white and green 
colours of the Tudors from its masts. It was under the command of Admiral 
Lord Howard of Effingham, assisted by the much more experienced Sir Francis 
Drake.

On 27 July 1588, the Armada anchored off Calais, not far from Dunkirk, where 
Parma was waiting with 16,000 troops to cross the Channel. The English 
followed the Armanda to Calais.  
 
In this war, the Spanish had suffered the most humiliating naval defeat in their 
history. They had lost two thirds of their man and 44 ships , and many more 
were  so badly damaged that they would no longer be seaworthy. The English, 
on the other hand, had lost only a hundred men, and none of their ships. 

Thanks to the thorough preparations made by the government, the intensive 
training and organisation of troops and resources, the skill of the English 
commanders, and of course the 'Protestant 'wind, the mighty Armanda has 
been vanquished, and England had achieved one of the greatest victories in 
her history.  
After 1588, the fame of the Virgin Queen spread far and wide, while in 
England, where her people basked in the reflected glow of victory, her legend 
grew, giving rise to a new cult figure, 'Eliza triumphant'.

- Economic policy

The economy was rapidly developed in the rural areas because woollen-
cloth industry had encouraged and boosted by the government. Development 
of woollen-cloth industry sparked merchants to advance towards foreign 
countries.

On 23 January 1570, the Royal Exchange in London was opened, built by Sir 
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Thomas Gresham as a central trading place for the City's merchants and 
bankers. 

In fact, having inherited huge debts from her sister, she was determined 
not only to clear them but also to live within her means. This meant making 
stringent economies that were often unpopular, but these measures kept 
England solvent at a time when most European countries were virtually bankr
upt.                                    

In 1598, Parliament had passed the famous Poor Law Act. To add to the 
problems of dearth and famine, the population of England had increased 
considerably during Elizabeth's reign. The practice of enclosing common land 
only added to the burgeoning numbers of the destitute, who would once have 
been cared for by monks and nuns, but the Dissolution of the Monasteries in 
the 1530s had dispossessed many in the religious life, placing an added burden 
upon the state. By the end of Elizabeth's reign, beggars had become a serious 
problem. Poor Law Act was published in November 1601, consigning beggars 
to the care of their native parishes, who were bound by law to provide relief 
for them. Each city or corporate town was to have its poor house - later known 
as the workhouse - and the system was to be paid for by local taxation. 

- Loving people

In an age of personal monarchy, it was important that the monarch was on 
show as often as possible, and Elizabeth Ⅰ ensured that she was highly visible, 
travelling on annual progresses, riding out frequently through the streets of 
London or being rowed in her state barge along the Thames.  

Elizabeth Ⅰ cared passionately about education, and involved herself in the life 
of both Eton College and Westminster School. In her desire for the middle and 
upper classes to become literate, she founded grammar schools, continuing the 
work begun by Edward Ⅵ . She also founded Jesus College, Oxford.
Music is another passion. As well as playing skillfully on the lute and virginals, 
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the Queen 'composed ballets and music, and played and danced them'. She 
patronised Thomas Tallis and William Byrd, the greatest musicians of the age, 
and they both praised her singing voice. Her virginals, bearing the Boleyn 
arms, are preserved in the Victoria and Albert Museum.            
During war against the Armanda, the Queen visited English troop's camp and 
delivered the most rousing and famous speech of her reign.

'My loving people', she cried,

we have been persuaded by some that are careful of our safety to take heed 
how we commit ourselves to armed multitudes, for fear of treachery; but I do 
assure you, I do not desire to live to distrust my faithful and loving people.
Let tyrants fear. I have always so behaved myself that, under God, I have 
placed my chiefest  strength and safeguard in the royal hearts and goodwill 
of my subjects, and therefore I am come amongst you, as you see, at this time, 
not for my recreation and disport, but being resolved in the midst and heat of 
the battle to live or die amongst you all, to lay down for my God and for my 
kingdom, and for my people, my honour and blood, even in the dust.    

In front of all 150 Parliament Members, the Queen's expression to be known 
as her 'golden speech' would, in effect, be her farewell words to her beloved 
people.   

I do assure you, there is no prince that loves his subjects better.

It is my desire to live nor reign longer than my life and reign shall be for 
your good. And though you have had and may have many mightier and wiser 
princes sitting in this seat, yet you never had nor shall have any that will love 
you better. 
 
- Others

  ・Virgin Island : Walter Raleigh had been born around 1552 and educated at 
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Oxford suggested in 1585s that the English settlement on the eastern seaboard 
of America be named Virginia in Elizabeth's honour.  

・ From an impoverished nation to the greatest powers in Europe

For forty-five years, 'though beset by divers nations', Elizabeth had given her 
country peace and stable government - her greatest gift to her people. During 
that time, England had risen from an impoverished nation to become one of 
the greatest powers in Europe. Bolstered by the fame of her seaman, her navy 
was respected and feared on the high seas, and not for nothing had Elizabeth 
been lauded as 'the Queen of the sea, the North Star'.   

Of course, there had been failures. 
A careful housekeeper, she had striven throughout her reign to live within her 
means, but towards the end, even she had been defeated by economic forces, 
and she died 400,000 in debt. Ireland was not fully subdued, Calais remained 
in French hands, and the English had so far been unable successfully to found 
a permanent colony in the New World. Yet, under Elizabeth England defeated 
the might of the Spain, won the respect of the rest of Europe, and established 
a lasting peace with Scotland through the union of the crowns. Elizabeth had 
also been extremely fortunate in her advisers, which was due in part to her 
having an uncanny ability to choose those men of the greatest merit as her 
chief servants.  

Within a generation of her death, the unity she had fostered in her realm 
would have disappeared, a casualty of an avoidable clash between Crown 
and Parliament. Then, people would look back on the reign of Good Queen 
Bess with nostalgia, and the legends would become embellished and pass into 
popular folk-lore.   

Ⅲ. Park Geun-hye government's administration
President Park Geun-hye has a merit of principle, trust, image to keep her 
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word, and she emphasizes the importance of principle and have a willing to 
keep her words.
  
She administers her policies without her own self. There is no intention to 
appoint a person familiar with her privately to any government positions such 
as ministers, bank head and so on. There was an example that men who were 
privately close to former President Lee Myung-bak and appointed by him 
dominated financial world in Korea during Lee's reign. 

- Diplomatic policy

She treats well and safely diplomatic affairs relating to US, China and so on.

In May 2013, President Park Geun-hye visited and met President Barack 
Obama in the United Sates. The talk between the two leaders was deemed 
overall constructive, especially with the adoption of the Joint Declaration of the 
60th anniversary of the alliance between South Korea and United States. 

In November 2013, President Park Geun-hye visited United Kingdom with 
invitation by Queen Elizabeth Ⅱ and met also with President Francois 
Hollande in France, and agreed economic cooperation between South Korea 
and France.

She makes efforts to introduce external diplomatic experts to her government, 
leads smoothly diplomatic area and stable relationship between South and 
North Korea.

In March 2015, she visited Middle East -United Arab Emirate and Saudi 
Arabia- and agreed economic cooperation between South Korea and these 
countries

- Economy  policy
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President Park Geun-hye said that timing is important for economic policy and 
it should be concentrated on stability of ordinary people's life and job creation.

In spite of criticism on welfare policy without increasing tax, it is not bad 
that government continues to pay basic pensions and guarantees to cure four 
acute diseases. Any former government before President Park Geun-hye didn't 
widely administer on welfare policy like above mentioned.

The leading opposition, The New Politics Alliance for Democracy, insist that 
swing back from tax-cut on conglomerate and the rich could be to solve the 
revenue deficit problem, to lead combination on social conflict and distrust 
being caused by economic inequality.  And strengthening welfare policy is 
essential in Korean society because it faces triple distress -income polarization, 
low birth rate and aging society, class and generation conflict. Tax-cut 
measures were administered by former president Lee Myung-bak in the name 
of economic revitalization

- Reunification policy in Korean peninsular

Korea is unique in the world in the sense of being divided by two countries. 
Therefore, most people want reunification in Korean peninsula.

In March 2014 in Dresden, Germany, President Park Geun-hye read Dresden 
declaration on a subject of 'Plan for peaceful reunification in Korean peninsula'. 
This plan includes three major goals - solving the humanitarian issues between 
North and South Korean, structuring infra for co-prosperity, recovering 
homogeneity'. She suggested setting up 'Inter-Korean Exchange Cooperation 
Consultation Office' as one of action program on it. But this plan has a little 
advance due to North Korea nuclear, continuing North Korea's security threat 
against South Korea, cooling-off relationship between North and South and so 
on.  
But she is in consistent of massage against North Korea and seems to handle 
carefully national security.
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- Criticism on her administration

President Park Geun-hye is criticized short of communication with people but 
also with members of ruling Party, Saenuri Party.

She has been criticized due to her own dogmatism image. Seoul National 
University Law School professor Cho Kuk said that she could not endure 
inconvenient ask and critics.

Minority of ruling Party, Saenuri Party, point that Park Geun-hye has an 
authoritarian leadership and closed organizational culture.

Ⅳ. Transcendence over time and space
From what Queen Elizabeth I governed England in 16th century, about 
400 years passed. By the way, it is tried to revive through introducing or 
mimicking the govern style of Elizabeth I by female President Park Geun-hye 
in South Korea located reverse side in the earth in 21st century. This means 
that great leader's achievement like Elizabeth I can be assets to be emulated 
by all of future generations not only United Kingdom through transcendence 
over time and space.

Park Geun-hye said that Queen Elizabeth I was her role model. And added 
"Elizabeth I turned England from a country teetering on the brink of 
insolvency to an empire where the sun never set. She was compassionate 
about others because she had hard times and led the country with tolerance 
and reason. Indeed, Park and the Queen have a lot in common because they 
lost their parents to tragedy and remained single".     

Queen Elizabeth I is always named as the most respected of state by Britons 
as surveys. She filled her nation's coffers with mercantilism, defeated the 
invincible Spanish Armada, and opened the Shakespearian era. Her successful 
rule was largely attributable to her outgoing nature and brilliant mind. She 



xviii

■講演・発表論文原文

never wavered in her optimism in numerous crises. She was well versed in 
history and philosophy and spoke several languages including Latin, Greek, 
French. The queen also fended of many attempts by her enemies to seize her 
throne.        

Elizabeth I valued principles but was not a slave to them. She was flexible 
enough to grant the title of admiral to pirates. She was a good communicator 
who won the hearts and minds of her subordinates and people by manipulating 
symbols. 

There is a mixed opinions that President Park Geun hye is well done and not 
good to date but her term is yet remained about three years. If she might well 
administered her government during this period, such as mentioned Queen 
Elizabeth I as her role model, she would overcome any difficulties faced to her.

President Park Geun-hye could not be Korea's Queen Elizabeth I just because 
she has a family history or mimics the queen. President Park Geun-hye could 
be successful when she could internalize the queen's quality and appearance.

References

［1］ Alison Weir : The life of Elizabeth I, Ballantine Books New York, 2008
［2］ Scarisbrick, Diana : Tudor and Jacobean Jewellery, 1995
［3］ Strong,Roy : Gloriana : The Portraits of Queen Elizabeth I, 1987
［4］ Tudor and Stuart Portraits,The Weiss Gallery, 1995
［5］ Wilson,Jean : Entertainments for Elizabeth, 1980
［6］ The Korea Times, Park Guen-hye style, January 10, 2013
［7］ The New York Times, Daughter of Dictator wins South Korea 
　  Presidency, December 2012

［8］ Dong A Ilbo, April-May 2014



xix

研究　東洋



xx

■講演・発表論文原文

⇔
⇔



xxi

研究　東洋

⇔



xxii

■講演・発表論文原文



xxiii

研究　東洋



xxiv

■論文外国語要旨

【論文外国語要旨】

Paradise and Hell in Islam

YOSHIMURA Sakuji

　Islam is misunderstood in Japan. Furthermore, Japanese people never 
understand Islam and there are only a really small number of Japanese people 
who want to understand Islam. Under this indifference situation, only tragic 
news were reported day by day. Thus, Japanese may have the negative image 
about Islam. Through this paper, it is difficult to understand about essential 
qualities of Islam, but I try to show the true nature of Islam, even just a little.

　In this paper, I write about Heaven and Hell of Islam. And I consider how 
Muslims recognize about Heaven or Hell. 
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Hospitality and Death
Research on the Hospitality on the Changes of “Morality 
and Identity” in the West

MIURA Kenichi

　It can be said that by understanding the relationship of “morality and 
identity” we can understand the history of the west. Hospitality itself is trying 
to understand death itself to think about the suffering we get in our lives. It 
is also to realize the responsibilities to life, and to grow to become a person 
with a mission that enables you to realize the love for others. In contrast 
to the western idea of hospitality, Buddhism idea of identity is ambiguous, 
becoming positive and negative depending on the situation. It will become vital 
to understand the difference between the east and the west idea of love and 
compassion, for the future research of hospitality.

Keywords: Hospitality, hospice, thanatology, compassion, Buddhism
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