




「失われた二十年」と日本研究の未来

〈福島県富岡町の国道 6号〉
震災から約3年9ヵ月後、ようやく国道6号は全通した。しかし、放射能による大気汚染のために、帰還
困難地域では二輪車と歩行者は通行禁止。自動車も窓を開けることや停車することが禁じられる。
現在、この道路を使って汚染された土壌や瓦礫が搬入されている。（2015年1月4日、磯前礼子撮影）

〈瓦礫化した宮城県女川町〉
震災の約 1ヵ月半後、宮城県女川町の住宅地には津波で破壊された車両が積み重なる。近辺には
家族の写真アルバムやランドセルなどが散乱していた。（2011年 4月29日、磯前礼子撮影）

特集



「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

︿
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
﹀

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
十
四
時
四
十
六
分
︑
私
は
名
古
屋
大
学

で
大
学
院
生
た
ち
と
自
主
ゼ
ミ
で
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
﹃
メ
タ
ヒ

ス
ト
リ
ー
﹄
を
読
ん
で
い
た
︒
高
層
階
に
い
た
の
で
揺
れ
が
激
し
く
︑

学
生
た
ち
を
連
れ
て
必
死
で
階
段
を
駈
け
足
で
降
り
た
︒
携
帯
で
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
見
る
と
津
波
の
予
報
が
出
て
い
た
︒
そ
の

時
に
は
何
が
起
こ
っ
た
の
か
全
貌
が
つ
か
め
な
か
っ
た
が
︑
情
報
か

ら
疎
外
さ
れ
た
状
況
は
そ
の
後
も
︵
そ
れ
こ
そ
今
に
至
る
ま
で
︶
か

わ
り
な
か
っ
た
︒

震
災
か
ら
日
を
置
か
ず
︑
決
ま
っ
て
い
た
講
演
の
た
め

台
湾
に
来
て
い
た
私
は
︑
現
地
の
テ
レ
ビ

で
余
り
に
生
々
し
い

︵
お
そ
ら
く
日
本
国
内
で

は
情
報
規
制
で
見
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
︶
映
像

を
見
て
︑す
っ
か
り
精
神
的
に
参
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
︒三
月
十
五
日
︑

た
ま
た
ま
日
本
か
ら
来
て
い
た
編
集
者
た
ち
か
ら
「
福
島
第
一
原
発

の
二
号
機
の
格
納
容
器
が
破
壊
さ
れ
て
放
射
能
が
大
量
拡
散
し
︑
東

京
周
辺
の
人
々
が
関
西
以
西
に
避
難
を
始
め
た
」な
ど
と
い
う︿
情
報
﹀

特
集

「2011年 8月 福島第一原子力発電所」（小原一真 撮影）



を
聞
き
︑
不
安
と
恐
怖
が
一
気
に
パ
ニ
ッ
ク
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
︑

今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
︒

日
本
に
戻
り
︑
そ
の
後
す
ぐ
に
今
度
は
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に

向
か
い
︑
夏
の
終
わ
り
ま
で
滞
在
し
た
た
め
に
︑
私
の
場
合
︑
結
局

︿
三
・
一
一
﹀
に
は
遠
く
離
れ
て
し
か
関
わ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
対

し
︑
小
原
一
真
さ
ん
は
震
災
直
後
か
ら
現
場
に
入
っ
て
写
真
を
撮

り
続
け
た
作
家
だ
︒
私
の
よ
う
な
者
の
経
験
と
は
決
定
的
に
違
う

接
近
性
・
接
触
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
力
が
見
る
者
を
打
ち
の
め
す
︒

こ
こ
に
掲
げ
た
写
真
も
二
〇
一
一
年
八
月
の
も
の
︒﹃R

eset --B
eyond 

Fukushim
a 

＝ 

福
島
の
彼
方
に
﹄
と
題
さ
れ
た
写
真
集
に
収
録
さ
れ

た
一
枚
だ
が
︑
こ
の
本
は
日
本
で
は
な
く
︑
遠
く
離
れ
た
ス
イ
ス
の

出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
逆
に
そ
の
︿
遠
さ
﹀
が

小
原
さ
ん
の
現
場
へ
の
ま
な
ざ
し
に
力
を
与
え
て
い
る
︒

今
回
の
特
集
が
取
り
上
げ
る
︿
失
わ
れ
た
二
十
年
﹀
と
い
う
問
題
設

定
が
︑
過
去
の
栄
華
を
惜
し
み
︑
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
よ
う

な
幻
想
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
︑
小
原
さ
ん
の
写
真
が
と
ら
え
た
廃
墟
は
︑︿
戦
後
﹀
と
い

う
幻
想
が
︿
三
・
一
一
﹀
に
よ
っ
て
完
膚
な
き
ま
で
に
打
ち
の
め
さ

れ
た
こ
と
を
静
か
に
物
語
っ
て
い
る
︒
私
た
ち
は︿
失
わ
れ
た
二
十
年
﹀

に
つ
い
て
考
え
る
時
︑
こ
の
こ
と
を
ま
ず
は
前
提
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
︒

O
b

ara K
azu

m
a. R

eset - B
eyond F

ukushim
a

: W
ill the N

uclear 

C
atastrophe B

ring H
um

anity to Its Senses?

︵
小
原
一
真
﹃
福
島
の
彼

方
に
│
│
原
発
の
巨
大
事
故
は
私
た
ち
を
目
覚
め
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
？
│
│
﹄︶

L
ars M

üller Publishers, 2012.

︵
坪
井
秀
人
︶



〈奇跡の一本松〉
大震災から2年後のこの日、海岸から3キロ近く内陸の陸前高田のバス停に降り立った。一本松までは、
瓦礫と更地が広がるこの世のものならぬ風景が広がっていた。気温は-1 度、あの日もそれくらいだっ
たのであろう。（2013年 3月11日、倉本一宏 撮影、LEICA X-1）

〈おだづなよ津波！！〉
「おだづなよ」とは宮城県の方言で「ふざけるな」とか「いい加減にしろ」という意味。これを撮影した
のは宮城県松島町の土産物屋。松島町は島々が自然の防波堤の役割を果たし、近隣と比較すると
被害は少なかった。（2013年 3月10日、倉本一宏撮影、LEICA X-1）



日
本
研
究 

第
53
集



装
丁 

岡
村
元
夫



日
本
研
究 

第
53
集  

目
次



4

口
絵
（ 

特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来 

）

〈
特
集
〉「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

特
集
に
向
け
て

 

─
─
日
本
研
究
に
お
け
る
不
可
避
の
課
題
と
し
て
の
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
─
─

 

坪
井
秀
人 

9

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
と
日
本
研
究
の
将
来

 

─
─
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
帝
国
の
喪
失
─
─

 

酒
井
直
樹 

11

高
度
成
長
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
へ

 

─
─
国
家
・
市
場
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
─
─

 

ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン 

23

日
本
研
究
の
未
来

 

─
─
グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
識
生
産
体
系
へ
の
参
入
─
─

 

鍾
　
以
江 

51

屠
所
の
糞
と
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
行
方

 

─
─
韓
国
小
説
『
糞
礼
記
』
を
読
む
─
─

 

沈
　
煕
燦 

63



5

目次

〈
研
究
論
文
〉

『
文
選
』
遊
仙
詩
の
超
克

 
─
─
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
─
─

 

田
　
云
明 

85

シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
著
「
日
本
略
記
」（
手
稿
）
に
お
け
る
考
察

 

─
─
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ス
マ
ン
著
『
東
方
伝
道
史
』（
一
六
〇
一
）
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
─
─

 

小
川
　
仁 

101

十
九
世
紀
前
半
彦
根
井
伊
家
の
身
分
構
造

 

梁
　
媛
淋 

127

日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
誕
生

 

小
泉
友
則 

153

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
と
日
本
人

 

─
─
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
長
の
マ
ハ
ン
ト
と
英
領
イ
ン
ド
政
府
の
宗
教
政
策
を
背
景
と
し
た
─
─

 

外
川
昌
彦 

189

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

正
常
な
舌
象
の
歴
史
的
な
認
識
過
程
と
そ
の
問
題
の
検
討

 

梁
　
　
嶸 

231

一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
筧
克
彦
の
思
想

 

西
田
彰
一 

253



6

〈
書
評
〉

エ
ミ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
『
近
代
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
─
─
神
の
た
め
の
帝
国
』

　（E
m

ily A
nderson. C

hristianity and Im
perialism

 in M
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西
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︑
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「失われた二十年」と日本 研 究の未来

特
集
に
向
け
て

　
─
─
日
本
研
究
に
お
け
る
不
可
避
の
課
題
と
し
て
の
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
─
─

坪
井
秀
人
　

　
本
特
集
が
掲
げ
る
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
と
は
一
般
に
は
バ
ブ
ル
崩
壊
以
後
︑
一
九
九
〇
年
代
以
後
の
︑
日
本
経
済
が

悪
化
し
た
時
代
の
こ
と
を
呼
ぶ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
一
九
八
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
景
気
を
︑
そ
の
前
の
高
度
経
済
成
長
の
歪

ん
だ
エ
コ
ー
と
捉
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
と
は
︑
い
わ
ば
日
本
の
戦
後
半
世
紀
の
時
間
が
液
状
化
し

て
い
く
過
程
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
︑
そ
れ
は
単
に
経
済
の
問
題
に
限
定
さ
れ
な
い
︑
日
本
の
戦
後
社
会
の
様
々
な
領
域

の
問
題
に
関
わ
る
も
の
だ
︒
文
学
・
歴
史
・
思
想
な
ど
の
人
文
学
の
分
野
に
お
い
て
︑
そ
し
て
と
り
わ
け
日
本
研
究
に
お

い
て
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
避
の
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
を
端
緒
と
し
て
世
界
同
時
的
に
劇
的
か
つ
急
速
に
進
行
し
た
冷
戦
体
制
の
崩
壊

は
︑
戦
後
日
本
の
思
想
的
基
盤
を
根
柢
か
ら
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
一
九
六
八
年
の
世
界
的
な
学
生
運
動
の

高
ま
り
の
中
で
日
本
に
も
浸
透
し
た
構
造
主
義
の
思
想
は
︑
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
の
潮
流
に
押
し
流
さ
れ
て

い
っ
た
が
︑
そ
の
背
後
に
は
冷
戦
崩
壊
後
の
世
界
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
が
影
を
落
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
大
き
く
言
え
ば
︑
米
ソ
対
立
に
よ
る
世
界
の
矛
盾
を
批
判
し
て
き
た
知
識
人
た
ち
が
い
か
に
そ
の
冷
戦
構
造
に
依
存
し

て
き
た
か
が
暴
露
さ
れ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
人
文
科
学
研
究
の
中
で
理
論
に
対
し
て
払
わ
れ
て
き
た
情
熱
も
退
潮

し
て
い
っ
た
︒
こ
の
こ
と
も
︑
議
論
に
値
す
る
現
象
で
あ
ろ
う
︒
世
界
の
政
治
構
造
の
激
変
は
︑
文
学
・
芸
術
・
思
想
が

政
治
か
ら
自
立
す
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
き
た
︑
そ
れ
ま
で
の
知
の
あ
り
よ
う
を
一
変
さ
せ
︑
歴
史
の
モ
ー
ド
を

捨
象
し
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
成
立
す
る
こ
と
を
困
難
に
さ
せ
た
︒
対
象
と
す
べ
き
中
心
が
テ
ク
ス
ト

か
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
掌
を
返
す
よ
う
に
移
動
し
て
い
っ
た
の
も
︑
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
歴
史
の
モ
ー
ド
の
支
配
は
も
ち
ろ
ん
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
や
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︑
そ
し
て
ジ
ェ

ン
ダ
ー
研
究
な
ど
の
新
し
い
〈
理
論
〉
の
導
入
を
促
し
︑
東
ア
ジ
ア
（
東
北
ア
ジ
ア
）
を
包
括
す
る
二
十
世
紀
史
に
日
本

の
戦
中
戦
後
を
位
置
づ
け
る
視
点
を
持
た
な
い
で
日
本
研
究
を
行
う
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
た
︒
戦
争
責
任
に
加
え
て
戦

特 集
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後
責
任
と
い
う
か
た
ち
で
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
︒
欧
米
の
み
な
ら
ず

中
国
・
韓
国
・
台
湾
の
日
本
研
究
と
の
連
携
や
対
話
が
一
気
に
進
ん
だ
こ
と
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
れ
ま
で
日
本

国
内
に
お
い
て
人
文
諸
学
に
分
業
化
し
て
き
た
日
本
研
究
が
︑〈
日
本
に
お
け
る
日
本
研
究
〉
と
い
う
︑〈
日
本
〉
を
徹
底

的
に
相
対
化
す
る
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
ゆ
る
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
歴
史
に
対
す

る
着
目
は
︑
歴
史
を
解
釈
し
直
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
化
︑
主
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
と
教
育
の
保
守
主
義
へ
の
反
動
回
帰
︑

新
自
由
主
義
の
勃
興
と
大
衆
化
（
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
）
と
い
う
副
産
物
を
も
た
ら
し
︑
近
現
代
の
日
本
研
究
に
関
わ
る
者
は
︑

こ
う
し
た
複
雑
に
交
差
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
と
応
対
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒

　
以
上
の
よ
う
に
素
描
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
の
二
十
年
を
振
り
返
り
な
が
ら
︑
個
別
の
専
門
領
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
問
題
系
が
成
り
立
つ
の
か
を
整
理
し
︑
混
迷
を
き
わ
め
る
今
日
の
状
況
の
次
に
来
た
る
べ
き
日
本
研
究
の
未
来
の
か
た

ち
を
模
索
す
る
た
め
の
議
論
の
場
を
︑
分
野
を
こ
え
て
作
り
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
本
特
集
は
以
上
の
趣
旨
に

則
っ
て
四
名
の
方
に
論
考
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
︒

　
酒
井
直
樹
論
文
は
戦
後
長
き
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
合
州
国
中
心
の
地
域
研
究
と
日
本
国
内
の
日
本
研
究
と
の

共
犯
構
造
が
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
に
よ
っ
て
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
︒
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
論
文
は
一
九
七
〇
年
代
末
に
当
時
の
大
平
首
相
の
指
示
で
作
成
さ
れ
た
「
大
平
報
告
書
」
に
着
目
し
︑

保
守
主
義
の
政
策
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
持
っ
て
い
た
可
能
性
と
限
界
と
を
︑
そ
の
後
の
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
の
新
自
由

主
義
政
治
の
中
で
の
変
遷
を
通
し
て
捉
え
返
し
て
い
る
︒
鍾
以
江
論
文
は
︑
西
欧
に
お
け
る
人
文
主
義
の
歴
史
を
振
り
返

り
な
が
ら
︑
酒
井
論
文
で
日
本
研
究
／
地
域
研
究
の
関
係
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
と
フ
マ
ニ
タ

ス
の
構
図
を
戦
後
の
日
本
研
究
が
分
断
し
な
が
ら
抱
え
込
ん
で
い
る
と
説
き
︑
そ
の
上
で
ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
の
構
図
を
掘
り
崩
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
と
期
待
す
る
︒
沈
煕
燦
論
文
は
方
榮
雄
の
小
説
『
糞
礼
記
』

の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
込
む
こ
と
を
通
し
て
︑
韓
国
に
お
け
る
四
月
革
命
の
挫
折
の
中
で
︑
革
命
や
運
動
の
主
体
か
ら
ア
ブ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
棄
却
さ
れ
た
人
々
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
︑
そ
れ
が
〈
失
わ
れ
た
二
十
年
〉
に
お
け
る
日
本
の
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
問
題
に
通
底
す
る
こ
と
を
明
る
み
に
し
て
い
る
︒

　
な
お
︑
こ
の
特
集
は
昨
年
︑
二
〇
一
五
年
に
日
文
研
と
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
〈
海

外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
の
企
画
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
︒
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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
と
日
本
研
究
の
将
来

―
―「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
帝
国
の
喪
失
―
―

酒
井
直
樹

　

は
じ
め
に

　「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
う
表
現
に
は
あ
る
種
の
罠
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い

る
点
を
ま
ず
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

　『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
』
と
い
う
書
名
に
集
約
的
に
表
さ

れ
た
よ
う
に
︑ 

一
九
八
〇
年
代
に
前
代
未
聞
の
好
況
を
謳
歌
し
つ
つ
あ
っ
た
よ

う
に
み
え
た
日
本
経
済
は
︑
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
長

期
的
な
不
況
を
迎
え
ま
し
た
︒
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
の
敗
北
後
︑
ア
メ
リ
カ

合
州
国
の
経
済
援
助
と
︑
い
わ
ゆ
る
「
中
国
の
喪
失
」（Loss of C

hina

）︑
そ
し

て
朝
鮮
戦
争
な
ど
を
契
機
に
し
て
︑
冷
戦
下
で
の
日
本
の
産
業
は
︑
短
期
的
な

不
況
を
何
度
か
迎
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
ほ
ぼ
四
十
年
間
に
わ
た
っ
て
高
度

の
経
済
成
長
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
九
九
〇
年

代
初
頭
に
始
ま
り
そ
の
後
二
十
年
以
上
続
い
た
低
成
長
期
は
︑
あ
た
か
も
異
常

で
常
軌
を
逸
し
た
例
外
的
な
時
期
に
み
え
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
︑
あ
る
種
の
視
野
狭
窄
が
潜

ん
で
い
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

　
そ
れ
は
︑「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
︑
も
っ
ぱ
ら
︑
日
本
と
い
う
国
民
を
単

位
と
す
る
単
線
的
な
国
民
史
の
中
の
一
時
期
と
し
て
の
み
考
え
て
い
る
こ
と
に
︑

表
れ
て
い
ま
す
︒
日
本
の
領
土
以
外
の
地
域
も
︑
ま
た
日
本
人
以
外
の
人
々
に

起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
出
来
事
も
︑
一
切
度
外
視
し
て
︑「
日
本
国
民
」
と
い
う

あ
る
抽
象
的
な
実
体
に
視
座
を
設
定
し
た
上
で
︑「
日
本
人
」
の
栄
枯
盛
衰
に

も
っ
ぱ
ら
関
心
を
集
中
す
る
と
い
う
偏
執
的
な
態
度
を
前
提
し
な
い
と
︑
こ
の

表
現
は
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
か
ら
な
の
で
す
︒
じ
つ
は
︑
こ
の
よ
う
な
視
野
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狭
窄
は
︑
い
わ
ゆ
る
日
本
文
化
論
と
呼
ば
れ
て
き
た
︑
日
本
研
究
の
ひ
と
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
に
す
で
に
現
れ
て
い
た
認
識
論
的
な
構
え
と
共
通
す
る
も
の
で
︑
本

論
考
で
も
後
の
方
で
簡
単
に
論
じ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
ま
ず

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
の
罠
に
つ
い
て
︑
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒

　
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
経
済
の
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
る
以
前
か
ら
︑
か
つ
て

「
極
東
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
西
太
平
洋
地
域
に
は
多
く
の
変
化
が
あ
り
︑
こ
の

時
期
は
東
ア
ジ
ア
の
激
動
期
と
呼
ん
で
も
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
︒
一
九
六
〇
年

代
に
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
覇
権
の
下
に
急
速
な
近
代
化
と
高
度
経
済
成
長
の
途

に
つ
い
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
香
港
︑
台
湾
︑
韓
国
で
は
︑
消
費
者
経
済
と
大
衆

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
︑
そ
れ
ま
で
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
新
し
い
形
の
資
本
主
義
が
展
開
し
ま
す
︒
一
九
九
〇
年
代
は
︑
こ
れ
ら
の
東

ア
ジ
ア
の
経
済
が
国
際
経
済
の
隠
然
と
し
た
一
角
と
し
て
確
立
す
る
時
期
で
あ

り
︑
さ
ら
に
資
本
主
義
体
制
に
全
面
的
に
移
行
し
た
中
華
人
民
共
和
国
が
急
激

な
経
済
的
発
展
を
遂
げ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
北
大
西
洋
に
偏

在
し
て
い
た
資
本
が
︑
明
ら
か
に
西
太
平
洋
で
も
大
幅
な
蓄
積
を
始
め
る
時
期

だ
っ
た
の
で
す
︒
さ
ら
に
︑
二
〇
〇
〇
年
代
は
︑
合
州
国
の
覇
権
の
空
洞
化
が

隠
し
よ
う
も
な
く
露
呈
し
︑
合
州
国
中
心
の
戦
後
体
制
＝
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
（Pax A

m
ericana

：「
ア
メ
リ
カ
の
支
配
の
下
の
平
和
」
の
意
味
）
の
終
焉

の
可
能
性
が
︑
国
際
政
治
の
地
平
で
可
視
化
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
︒

　
つ
ま
り
︑
日
本
社
会
に
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
多
く
の
社
会
変
化
が
︑
こ
れ
ら

の
︑
日
本
の
周
辺
地
域
や
日
本
と
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
関
係
の
変
化
と
密
接
に

相
関
し
て
い
た
こ
と
は
︑
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
す
︒
当
然
の
こ
と

な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
変
化
は
日
本
研
究
を
担
う
研
究
者
と
そ
の
聴
衆
︑
研
究
対

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

象
︑
そ
し
て
研
究
の
語
り
の
様
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
様
々
な
変
化
を
齎
ら
し
て
き
ま
し
た
︒

　
で
す
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
も
っ
ぱ
ら
︑
日
本
史
の
事
態
と
捉
え
よ

う
と
す
る
奇
妙
な
態
度
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
︑
十
分
注
意
を
払
う

必
要
が
あ
る
の
で
す
︒
と
く
に
国
民
史
・
国
文
学
研
究
と
し
て
の
︑
さ
ら
に
地

域
研
究
（area studies

）
と
し
て
の
日
本
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
考
慮
す

る
と
き
︑
こ
の
点
は
と
く
に
重
要
で
す
︒「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
は
︑
明
治

の
後
半
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
た
近
代
化
の
寵
児
と
し
て
の
日
本

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
時
代
が
終

わ
り
︑
東
ア
ジ
ア
の
他
の
社
会
と
比
べ
て
日
本
社
会
が
例
外
的
に
先
進
的
で
あ

る
と
い
う
思
い
込
み
が
通
用
し
な
く
な
る
時
代
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
す
︒

　
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
視
野
狭
窄
が
︑
研
究
者
が
陥
り
や
す
い
罠
で
あ
る
こ

と
を
た
ん
に
指
摘
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
研
究
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
︑
こ
の
認
識
論
的

な
構
え
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
か
ら
で
す
︒
そ
こ
で
︑
日
本
研

究
の
将
来
を
考
察
す
る
た
め
に
︑「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
よ
っ
て
私
た
ち
が

何
を
読
み
取
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

　

パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
と
日
本
中
心
の
日
本
研
究
の
終
焉

　
一
九
四
五
年
の
日
本
帝
国
の
崩
壊
の
直
後
か
ら
︑
東
ア
ジ
ア
を
太
平
洋
横
断
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

的 
（Trans-Pacific

）
に
結
び
つ
け
る
新
た
な
国
際
秩
序
が
徐
々
に
作
り
出
さ
れ

て
き
ま
し
た
︒
一
九
五
一
年
に
締
結
さ
れ
た
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
た
こ
の
秩
序
の
も
と
で
︑
戦
後
の
日
本
社
会
は
戦
禍
か

ら
復
活
し
︑
新
し
い
憲
法
の
も
と
で
自
ら
を
再
編
制
し
︑ 

経
済
的
な
繁
栄
を
享

受
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
や
が
て
こ
の
国
際
秩
序
は
全
地
球
的
な
規
模
の
秩

序
へ
と
成
長
し
︑
こ
の
秩
序
を
私
た
ち
は
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
と
呼
ん

で
き
ま
し
た
︒
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
は
︑
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
・

経
済
・
社
会
編
制
の
制
度
的
な
基
本
条
件
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
人
々
の
情

緒
的
生
活
や
倫
理
意
識
︑
さ
ら
に
は
未
来
へ
の
希
求
や
憧
憬
を
も
統
括
す
る
︑

二
十
世
紀
後
半
か
ら
二
十
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
北
ア
メ
リ
カ
か
ら
西
太
平
洋

を
跨
ぐ
太
平
洋
横
断
的
な
「
覇
権
」
の
性
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

四
十
年
近
く
続
い
た
日
本
の
経
済
成
長
も
︑
こ
の
よ
う
な
西
太
平
洋
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
覇
権
の
も
と
で
達
成
さ
れ
ま
し
た
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑

パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
く
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
︑
東
南
ア
ジ
ア
︑
ア
フ
リ
カ
を
も
そ
の
傘

下
に
収
め
た
︑
ま
さ
に
全
地
球
的
な
「
覇
権
」（
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
）
で
す
︒
し
か
し
︑

本
論
考
で
は
︑
と
り
あ
え
ず
東
ア
ジ
ア
に
そ
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
許
し

て
下
さ
い
︒

　
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
が
内
部
崩
壊
の
徴
候
を
み
せ
始
め
た
の
が

一
九
七
〇
年
代
で
︑
そ
れ
以
来
東
ア
ジ
ア
の
人
々
は
密
か
に
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
後
の
新
た
な
秩
序
を
模
索
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒ 

冷
戦
下
の
合
州
国
の
「
覇
権
」
の
お
陰
で
世
界
で
も
最
高
の
部
類
に
入
る
生
活

水
準
と
近
代
的
な
価
値
を
謳
歌
す
る
こ
と
の
で
き
る
先
進
国
と
し
て
の
地
位
を

享
受
し
て
き
た
日
本
社
会
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
の
衰
退
に
伴
っ
て
大
き
な
変
換
の
時
代
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
︒

　
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
よ
る
庇
護
が
失
わ
れ
た
と
き
︑
日
本
の
国
家

も
日
本
の
資
本
も
︑ 

東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
そ
の
繁
栄
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め

に
は
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
代
わ
る
新
た
な
国
際
秩
序
を
見
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
バ
ブ
ル
経

済
の
破
綻
以
来
の
日
本
社
会
で
の
一
般
的
な
趨
勢
は
︑
新
た
な
国
際
秩
序
を
構

想
す
る
方
向
に
向
か
う
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
過
去
の
高
度
成
長
の
「
良
き
時

代
」
の
夢
想
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
︒
こ
の
二
十
年

間
で
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
︑
日
本
社
会
の
多
く
の
人
々
が
積
極

的
に
自
分
の
力
で
未
来
を
切
り
開
く
進
取
の
精
神
を
失
い
︑「
夢
よ
︑
も
う
一

度
」
と
で
も
総
括
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
︑
過
去
の
良
き
時
代
の
幻
想
に

し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
退
嬰
的
な
態
度
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
ま

さ
に
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
う
表
現
は
︑
こ
の
よ
う
な
自
信
喪
失
感
を
見

事
に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
で
す
︒

　
そ
こ
で
︑
最
初
に
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
︑
戦
後
の
日
本
の
国
民
主
義
に

と
っ
て
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
が
こ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
︑
な
ぜ
日
本
の
人
々
は
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
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の
呪
縛
に
こ
れ
ほ
ど
魅
惑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
考
え
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
問
い
を
提
出
す
る
傍
ら
︑
も
う
一
つ
の
重

要
な
問
い
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
日
本
国
民
が
お
か
れ
た

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
︒
た
し
か
に
︑
日
本
帝

国
は
崩
壊
し
ま
し
た
が
︑
日
本
の
人
々
（
戦
後
も
日
本
籍
を
も
ち
続
け
た
人
々
）

の
帝
国
意
識
は
じ
つ
は
崩
壊
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問
な
の

で
す
︒
さ
ら
に
︑
も
し
日
本
人
の
帝
国
意
識
が
存
続
し
た
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
は

ま
ぎ
れ
も
な
い
歴
史
的
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
︑
こ
の
理
由
を
考
察
し
な
い
わ

け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
︒
戦
後
日
本
に
残
存
し
た
帝
国
意
識
を
解
明
す
る
た
め
に
︑

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
日
本
社
会
が
直
面
し
て
い
る
の
は
︑
ま
さ
に
ポ
ス
ト
・

コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
な
の
で
は
な
い
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
つ

ま
り
︑
現
在
の
日
本
社
会
の
政
治
・
文
化
状
況
が
示
し
て
い
る
の
は
︑
ポ
ス

ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
事
態
で
︑
宗
主
国
に
よ
る
直
接
支
配
や
経

済
的
収
奪
体
制
と
し
て
の
植
民
地
統
治
が
終
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
旧
植

民
地
主
義
の
宗
主
国
の
国
民
の
意
識
構
造
や
自
己
同
一
性
の
様
態
と
し
て
の
植

民
地
体
制
が
存
続
し
続
け
る
こ
と
が
引
き
起
こ
す
様
々
な
社
会
問
題
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒

　
こ
れ
は
大
変
に
大
き
な
問
題
で
す
︒
別
の
場
所
で
︑
現
在
の
日
本
の
国
民
主

義
と
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
の
で
︑
本
論
考
で

は
︑
考
察
の
範
囲
を
と
り
あ
え
ず
日
本
研
究
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す（

1
）

︒

　
ま
ず
私
た
ち
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
日
本
研
究
と
い
う
学
問
分

野
に
お
い
て
日
本
の
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
が
ど
の
よ
う
に
現
出
す
る

か
で
す
︒
細
か
く
分
析
す
る
時
間
が
な
い
の
で
︑
日
本
研
究
で
前
提
と
な
っ
て

い
る
幾
つ
か
の
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
を
省
い
て
︑
そ
の
特
徴
を
と
り
あ
え
ず

列
記
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

　（
1
）
帝
国
の
意
識
の
特
徴
は
︑
ま
ず
宗
主
国
国
民
と
帝
国
の
植
民
地
の
住

民
と
の
間
に
非
対
称
な
関
係
が
継
続
す
る
点
に
あ
り
ま
す
︒
一
般
に
︑
植
民
地

の
住
民
は
宗
主
国
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
︑
宗
主
国
の
流
行
や
風
俗
に
大
変
大

き
な
興
味
を
示
し
ま
す
が
︑
宗
主
国
の
国
民
は
植
民
地
の
歴
史
や
政
治
や
流

行
・
風
俗
に
興
味
を
示
さ
な
い
の
が
普
通
で
す
︒
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
︑

合
州
国
の
平
均
的
な
住
民
の
日
本
の
歴
史
︑
政
治
︑
文
化
に
対
す
る
興
味
の
度

合
い
と
︑
日
本
の
住
民
の
合
州
国
の
政
治
︑
文
化
︑
流
行
︑
風
俗
に
対
す
る
興

味
の
度
合
い
を
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
例
外
は
と
き
ど
き
起
こ

り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
一
九
八
〇
年
代
に
は
︑
日
本
の
電
気
製
品
や
自
動
車
が
合

州
国
の
市
場
で
異
常
に
人
気
を
博
し
た
り
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
日
本
の
ア
ニ

メ
が
ア
メ
リ
カ
の
子
供
た
ち
を
魅
惑
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま

す
︒
し
か
し
︑
日
本
の
人
々
が
合
州
国
の
政
治
や
文
化
に
対
し
て
も
つ
知
識
と

比
べ
た
時
︑
合
州
国
の
一
般
的
な
人
々
の
日
本
に
対
す
る
知
識
は
量
も
質
も
非

常
に
低
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
︑
米
日
間
の
関
係
が
基
本
的
に

植
民
地
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　
同
様
な
非
対
称
的
な
関
係
が
︑
日
本
と
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
や
韓

国
や
か
つ
て
日
本
が
占
領
し
た
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
間
に
存
在
し
ま
す
︒
戦

後
世
界
で
︑
日
本
と
日
本
の
旧
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
や
韓
国
に
対
す
る
関
係

は
︑
国
家
主
権
の
点
で
は
︑
植
民
地
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
国
際
法
の
建
前

に
し
た
が
っ
て
︑
日
本
も
台
湾
や
韓
国
も
同
等
の
独
立
国
民
︱
国
家
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
人
々
の
も
つ
関
心
と
い
う
点
で
は
︑
植
民
地
関

係
が
温
存
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
例
え
ば
︑
韓
国
の
人
々
が
も
つ
日
本
史
の
知

識
と
日
本
の
人
々
が
も
つ
韓
国
・
朝
鮮
史
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
み
る
と
す
ぐ
に

分
か
り
ま
す
︒
日
本
の
若
い
世
代
の
あ
い
だ
で
は
︑
韓
国
・
朝
鮮
を
日
本
が
植

民
地
化
し
て
い
た
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
人
々
が
数
多
く
い
る
の
で
す
︒

一
九
九
〇
年
代
に
は
︑
韓
流
や
韓
国
映
画
ス
タ
ー
が
日
本
の
観
客
の
多
く
を
魅

惑
し
ま
し
た
が
︑
脱
植
民
地
化
と
い
う
点
で
は
︑
画
期
的
な
事
件
で
し
た
︒
し

か
し
︑
こ
の
数
年
︑
嫌
韓
の
反
動
に
よ
っ
て
︑
こ
の
脱
植
民
地
化
の
萌
芽
は
︑

摘
み
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
反
動
の
流
行
を
見
て

い
る
と
︑
台
湾
と
韓
国
・
朝
鮮
が
七
十
年
前
に
独
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

意
識
に
お
い
て
は
︑
日
本
国
民
は
宗
主
国
意
識
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
ど
う
し
て
も
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
︒

　
二
十
世
紀
後
半
以
降
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
た
消
費
者
資
本
主
義
の
も
と
で
は
︑

文
化
や
流
行
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
︑
商
品
の
流
通
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

組
織
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
ま
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
帝
国
の
意
識
と
そ
の
裏

返
し
で
あ
る
植
民
地
意
識
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
分
布
に

よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
が
︑
一
般
に
︑「
日
本
研
究
」
と
と
く
に
そ
の

制
度
的
な
形
態
は
︑
こ
の
よ
う
な
動
向
に
こ
と
さ
ら
鈍
感
で
あ
っ
た
︑
と
い
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　（
2
）
日
本
と
韓
国
な
ど
の
間
で
如
実
に
現
れ
た
こ
の
非
対
称
性
は
︑
も
と

も
と
︑
近
代
の
国
際
世
界
の
成
立
に
伴
っ
て
樹
立
さ
れ
ま
し
た
︒
以
前
に
『
日

文
研
』
に
発
表
し
た
拙
論
で
も
簡
単
に
説
明
し
た
よ
う
に（

2
）

︑
現
在
国
際
連
合
に

具
現
化
さ
れ
て
い
る
国
際
関
係
と
国
際
関
係
を
律
す
る
国
際
法
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
と
い
う
地
域
意
識
が
生
ま
れ
た
時
期
に
成
立
し
た
も
の
で
す
︒
も
と
も
と

は
︑
国
際
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
国
家
の
間
で
の
み
妥
当
す
る
外
交
を
律
す

る
公
法
体
系
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
家
は
国
際
関
係
と
い
う
も
の
を
知
ら

な
か
っ
た
の
で
す
︒
国
際
世
界
で
は
︑
一
つ
の
国
家
が
別
の
国
家
の
自
律
と
領

土
保
全
の
原
則
を
犯
す
こ
と
は
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
ま
す
︒
し
た
が
っ

て
︑
主
権
国
家
の
臣
民
─
─
の
ち
に
市
民
と
な
る
─
─
は
︑
国
際
法
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑
国
際
世
界
の
外
に
あ
る
︑
国
際
法
に
従
わ
な
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
の
国
家
や
住
民
に
つ
い
て
は
︑
国
際
法
に
よ
る
保
護
の
埒
外

に
置
か
れ
ま
す
か
ら
︑
彼
ら
の
人
権
を
蹂
躙
す
る
こ
と
や
軍
事
的
暴
力
を
振
る

う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ま
せ
ん
︒
国
際
法
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
こ
う
し
た
暴

力
の
使
用
を
許
容
す
る
統
治
体
制
の
こ
と
を
「
近
代
植
民
地
主
義
」
と
私
た
ち

は
呼
ん
で
い
る
の
で
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
も
と
も
と
は
︑
国
際
世
界
と
国
際
法
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の
適
用
さ
れ
な
い
地
域
の
こ
と
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
あ
る
い

は
西
洋
（the W

est

）
と
「
そ
の
他
」（the R

est

）
と
分
離
し
て
考
え
て
き
た
わ

け
で
す（

3
）

︒

 「
地
域
研
究
」
と
日
本
文
化
論
の
共
犯
性

　（
3
）
学
問
と
し
て
の
「
日
本
研
究
」
は
︑
こ
の
よ
う
な
近
代
国
際
世
界
の

中
で
生
ま
れ
ま
し
た
︒「
日
本
研
究
」
が
そ
の
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
の
検

討
は
後
に
回
す
と
し
て
︑「
日
本
研
究
」
の
研
究
主
観
を
担
う
者
の
方
か
ら
検

討
を
始
め
ま
し
ょ
う
︒
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
二
重

の
意
味
で
「
日
本
研
究
」
は
近
代
の
植
民
地
主
義
の
賜
物
で
あ
る
点
で
す
︒
日

本
が
西
洋
列
強
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
な
い
た
め
に
は
日
本
を
国
民
国
家
と

し
て
自
律
さ
せ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
︑
そ
の
た
め
に
は
日
本
人
意
識

を
日
本
群
島
の
住
民
の
間
に
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

日
本
人
と
い
う
国
民
の
意
識
を
作
り
出
す
上
で
大
き
な
貢
献
を
し
た
の
が
︑
日

本
史
や
日
本
文
学
と
い
う
人
文
科
学
の
学
問
で
す
︒
二
十
世
紀
後
半
の
「
日
本

研
究
」
は
︑
国
民
を
作
る
た
め
の
「
主
体
的
技
術
」
と
し
て
の
人
文
科
学
制
度

の
一
群
の
こ
と
で
す（

4
）

︒
こ
の
「
日
本
研
究
」
は
︑
こ
れ
ま
で
︑
日
本
人
と
し
て

自
己
画
定
を
お
こ
な
う
研
究
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
こ
れ
に
対
し

て
︑
別
の
「
日
本
研
究
」
が
日
本
人
と
し
て
自
己
画
定
を
お
こ
な
わ
な
い
研
究

者
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒
こ
の
タ
イ
プ
の
「
日
本
研
究
」
は
︑
一

般
に
「
地
域
研
究
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
︒「
地
域
研
究
」
と
は
︑
西
洋
（the 

W
est

）
の
研
究
者
が
︑
非
西
洋
（the R

est

）
の
特
殊
地
域
を
管
理
・
統
治
に
利

用
す
る
た
め
に
研
究
し
︑
知
識
を
収
集
し
︑
植
民
地
統
治
の
政
策
を
案
出
す
る

た
め
の
も
の
で
す
︒
国
文
・
国
史
を
中
心
と
す
る
人
文
学
研
究
と
ア
メ
リ
カ
合

州
国
で
戦
後
成
立
し
た
「
地
域
研
究
」
の
日
本
に
関
す
る
一
分
野
は
︑
こ
う
し

て
︑
同
じ
「
日
本
研
究
」
の
名
の
下
に
い
わ
ば
呉
越
同
舟
し
て
き
た
わ
け
で
す
︒

二
つ
の
「
日
本
研
究
」
が
︑
あ
た
か
も
同
じ
日
本
研
究
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑

重
な
り
合
う
あ
り
方
を
「
二
階
建
て
バ
ス
構
造
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
︒

　
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
の
予
感
が
立
ち
込
め
る
二
十
一
世
紀
の

初
頭
に
︑
こ
こ
で
素
描
し
た
「
日
本
研
究
」
の
二
階
建
て
バ
ス
構
造
は
︑
維
持

す
る
こ
と
が
大
変
に
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
に
は
︑
幾
つ
か
の
歴
史

的
理
由
が
あ
る
の
で
︑
そ
れ
ら
の
理
由
を
列
挙
し
つ
つ
︑「
日
本
研
究
」
の
未

来
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

　（
4
）
戦
後
の
日
本
は
「
下
請
け
の
帝
国
」
と
し
て
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
の
も
と
で
繁
盛
し
た
わ
け
で
す
が（

5
）

︑
こ
の
体
制
で
は
︑
自
ら
を
日
本
人

と
し
て
自
己
画
定
す
る
「
日
本
研
究
」
者
は
︑
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
の

間
に
未
だ
に
宗
主
国
と
植
民
地
の
間
の
関
係
が
存
続
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
看

做
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
彼
ら
に
と
っ
て
︑
日
本
研
究
者
と
は
欧
米
の

「
地
域
研
究
」
の
日
本
研
究
者
か
︑
国
文
・
国
史
関
係
の
日
本
人
研
究
者
し
か
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
つ
ま
り
︑
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
で
日
本
を
研
究
す
る
人
々

が
全
く
看
過
さ
れ
て
い
た
の
で
す
︒
日
本
人
と
し
て
自
己
画
定
す
る
日
本
研
究

者
は
︑
も
っ
ぱ
ら
日
本
と
西
洋
の
間
の
植
民
地
関
係
に
お
い
て
︑
日
本
文
化
や

伝
統
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
ま
し
た
︒
自
ら
を
「
植
民
地
被
支
配
者
」
の
立
場

に
同
調
さ
せ
︑「
植
民
地
支
配
者
」
で
あ
る
地
域
研
究
の
日
本
研
究
者
に
︑
日

本
社
会
や
文
化
の
特
殊
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
︒
ま
さ
に
フ
マ
ニ
タ
ス

（hum
anitas

）
と
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
（anthropos

）
の
二
項
対
比
の
構
造
の
中
で
︑ 

ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
立
場
を
引
き
受
け
︑「
植
民
地
被
支
配
者
」
と
し
て
語
ろ
う

と
し
た
の
で
す
︒
そ
こ
で
︑
日
本
人
と
し
て
自
己
画
定
す
る
日
本
研
究
者
と

「
地
域
研
究
」
の
日
本
研
究
者
の
間
に
は
︑
精
神
分
析
で
い
う
「
転
移
」
の
関

係
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

　
こ
れ
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
現
れ
た
の
が
︑
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の

『
菊
と
刀
』
に
対
す
る
和
辻
哲
郎
た
ち
の
反
応
で
し
た
︒『
菊
と
刀
』
は
第
二
次

世
界
大
戦
直
後
の
「
地
域
研
究
」
の
代
表
的
な
作
品
と
な
り
ま
し
た
が
︑
そ
こ

に
は
隔
離
さ
れ
た
遠
方
の
視
座
か
ら
︑
も
っ
ぱ
ら
対
象
と
し
て
の
み
設
定
さ
れ

た
日
本
社
会
と
そ
の
住
民
を
観
察
し
︑
記
述
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い

ま
す
︒
観
察
の
対
象
と
な
っ
た
日
本
人
が
︑
観
察
者
で
あ
る
「
地
域
研
究
」
研

究
者
に
問
い
返
し
た
り
︑
反
論
を
し
た
り
す
る
機
会
が
初
め
か
ら
排
除
さ
れ
て

い
る
の
で
す
︒『
菊
と
刀
』
に
示
さ
れ
た
日
本
人
の
特
徴
の
記
述
に
は
感
情
的

に
反
発
し
つ
つ
も
︑
和
辻
哲
郎
ら
は
︑
日
本
人
に
共
通
す
る
「
日
本
文
化
」
な

る
物
が
存
在
す
る
︑
日
本
人
と
地
域
研
究
者
が
分
離
さ
れ
て
い
て
両
者
の
間
に

は
対
話
や
反
論
の
機
会
が
な
い
︑
と
い
う
「
地
域
研
究
」
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
言
説
の
条
件
そ
の
も
の
は
問
お
う
と
は
し
な
い
の
で
す
︒
彼
ら
は
︑
日
本
人

は
日
本
文
化
を
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
日
本
文
化
を
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず

だ
と
い
う
︑
文
化
的
本
来
性
の
議
論
に
依
拠
し
よ
う
と
し
ま
す
︒
非
西
洋
（the 

R
est

）
に
属
す
る
日
本
人
と
西
洋
人
で
あ
る
地
域
研
究
者
の
間
に
は
文
化
的
な

断
絶
が
あ
っ
て
︑
欧
米
の
地
域
研
究
者
は
日
本
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら

日
本
文
化
を
誤
っ
て
記
述
し
た
り
︑
評
価
し
た
り
し
て
し
ま
う
︑
と
い
う
仕
方

で
反
論
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
植
民
地
構
造
そ
の
も
の
は
受
容
し

た
上
で
︑
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
綿
々
と
説
く
と
い
う
︑
非
西
洋
人
で
あ
る
日

本
人
が
西
洋
人
で
あ
る
地
域
研
究
者
の
認
知
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒

こ
う
し
て
︑
日
本
人
が
西
洋
人
に
正
し
い
日
本
の
姿
を
知
っ
て
も
ら
う

0

0

0

0

0

0

と
い
う

語
り
の
構
造
が
定
着
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
ご
存
知
の
通
り
︑
一
九
六
〇
年
代
か

ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
流
行
し
た
「
日
本
人
論
」
は
︑
ま
さ
に
植
民
地
体

制
に
お
け
る
文
明
論
的
転
移
の
も
っ
と
も
見
や
す
い
例
で
し
た（

6
）

︒
現
在
も
日
本

と
自
己
画
定
す
る
研
究
者
に
よ
る
「
日
本
研
究
」
に
︑
二
階
建
て
バ
ス
構
造
に

特
有
の
文
明
論
的
転
移
が
み
ら
れ
る
点
は
︑
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒

　（
５
）
日
本
文
化
論
を
展
開
し
た
日
本
研
究
者
は
（
日
本
の
日
本
研
究
者
も
地

域
研
究
の
日
本
研
究
者
も
）︑
潜
在
的
に
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
︑
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
も
日
本
研
究
者
が
い
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
︒
西
洋
人
の
眼
差
し

0

0

0

0

0

0

0

を
あ
れ
だ
け
意
識
し
た
日
本
人
研
究
者
も
︑
ア
ジ
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ア
の
研
究
者
の
眼
差
し
を
意
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
彼
ら
の
日
本
文
化
論
で
は
︑
暗
黙
の
比
較
の
対
象
と
し
て
漠
然

と
し
た
「
西
洋
」
の
像
が
︑
常
に
働
い
て
い
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で

の
日
本
研
究
に
お
い
て
は
︑「
西
洋
」
な
る
も
の
が
︑
日
本
研
究
と
い
う
言
説

全
体
に
お
い
て
（
国
文
・
国
史
の
日
本
研
究
だ
け
で
な
く
地
域
研
究
と
し
て
の
日
本

研
究
に
お
い
て
も（

7
）

）︑
普
遍
的
な
参
照
項
と
し
て
知
の
生
産
を
統
制
し
て
い
た
の

で
す
︒
し
か
し
︑
日
本
と
西
洋
と
の
関
係
─
─
こ
れ
は
日
本
と
米
国
の
政
治
的

な
関
係
の
比
喩
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
─
─
そ
の
も
の
の
方
法

論
的
な
反
省
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
︑
日
本
と
西
洋
の
対
比
か

ら
排
除
さ
れ
た
非
西
洋
が
主
題
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ど
ん
ど
な
か
っ
た

の
で
す（

8
）

︒

　
日
本
は
西
洋
と
の
関
係
で
は
ア
ジ
ア
で
し
た
︒
し
か
し
︑
他
の
ア
ジ
ア
の
社

会
と
の
関
係
で
は
「
先
進
国
」
を
自
認
し
て
お
り
︑
戦
後
の
日
本
の
経
済
的
な

復
興
は
︑
個
人
所
得
︑
産
業
構
造
︑
近
代
的
な
教
育
の
普
及
度
︑
官
僚
制
の
合

理
性
な
ど
の
点
で
︑
日
本
を
戦
前
の
「
帝
国
」
と
同
じ
よ
う
な
︑
他
の
ア
ジ
ア

の
人
々
を
見
下
す
よ
う
な
植
民
地
主
義
宗
主
国
特
有
の
意
識
を
醸
成
し
て
い
ま

し
た
︒
つ
ま
り
︑
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
条
件
の
も
と
で
︑
自
ら
の
立
場
を

意
識
化
す
る
こ
と
な
く
︑
帝
国
が
失
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
人
の
多

く
は
「
下
請
け
の
帝
国
」
と
し
て
︑
植
民
地
主
義
者
の
意
識
を
温
存
さ
せ
て
い

た
の
で
す
︒

　
し
か
し
︑
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
と
と
も
に
︑「
下
請
け
の
帝

国
」
と
し
て
で
も
︑
日
本
人
が
植
民
地
主
義
宗
主
国
国
民
と
し
て
振
る
舞
い
続

け
る
条
件
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す（

9
）

︒
今
後
の
日
本
研
究
を
考
え
る
上
で
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
︑
日
本
研
究
者
の
う
ち
で
ア
ジ
ア
の
周
辺
国
か
ら
き

た
あ
る
い
は
周
辺
国
で
仕
事
を
続
け
る
研
究
者
の
占
め
る
割
合
が
増
え
つ
つ
あ

る
点
で
す
︒
と
く
に
︑
日
本
の
旧
植
民
地
か
ら
の
研
究
者
は
︑
ま
す
ま
す
重
要

な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
今
後
の
「
日
本
研
究
」
に
つ

い
て
︑
私
が
楽
観
的
に
な
れ
る
数
少
な
い
兆
候
の
ひ
と
つ
で
す
︒
彼
ら
は
︑
日

本
に
自
己
画
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
︑
彼
ら
の
「
日
本

研
究
」
は
国
文
や
国
史
な
ど
の
国
民
制
作
に
奉
仕
す
る
古
い
型
の
人
文
科
学
と

は
違
っ
て
︑
日
本
国
民
を
制
作
す
る
役
割
は
ほ
と
ん
ど
果
た
さ
な
い
で
し
ょ
う
︒

さ
ら
に
︑
日
本
の
植
民
地
主
義
の
禍
根
や
責
任
に
つ
い
て
︑
彼
ら
は
客
観
的
な

態
度
を
取
り
や
す
い
︒
彼
ら
は
︑
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
際
に
米
国
の
犯
し
た
被

害
や
人
権
侵
害
を
否
認
す
る
合
州
国
の
「
地
域
研
究
」
者
や
︑
慰
安
婦
問
題
や

南
京
虐
殺
を
否
認
す
る
一
部
の
日
本
歴
史
家
の
よ
う
に
︑
愛
国
心
を
彼
ら
の
日

本
研
究
に
無
媒
介
的
に
持
ち
込
む
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
彼
ら

の
母
国
に
対
す
る
盲
目
的
な
態
度
が
︑
彼
ら
の
日
本
研
究
を
鈍
ら
せ
る
こ
と
は

あ
る
で
し
ょ
う
が
︑
彼
ら
は
亡
命
す
る
知
識
人
（intellectuals in exile

）
と
し
て

ト
ラ
ン
ス
・
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
担
う
に
は
も
っ
と
も
適
し
た
︑
新
し

い
タ
イ
プ
の
研
究
者
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　（
６
）
さ
ら
に
︑
こ
れ
ま
で
の
「
日
本
研
究
」
と
は
違
っ
た
新
し
い
呼
び
か



ポスト・コロニアルな条件と日本研究の将来

19

特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

け
の
構
え
（address

）
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

「
地
域
研
究
」
と
日
本
文
化
論
の
共
犯
性
を
︑
語
り
か
け
の
構
え
の
方
向
か
ら
︑

改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒
つ
ま
り
︑
い
わ
ゆ
る
「
西
洋
」
と
日
本
と
の
間

に
あ
っ
た
文
明
論
的
転
移
（civilizational transference

）
と
呼
ん
で
き
た
事
態
が

終
わ
り
つ
つ
あ
り
︑
研
究
者
は
こ
れ
ま
で
の
「
西
洋
」
と
日
本
と
の
対
称
構
造

に
別
れ
を
告
げ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　
一
般
に
︑「
地
域
研
究
」
で
は
︑
読
者
は
「
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
」
で
︑
地
域

研
究
の
成
果
が
地
域
に
住
む
原
住
民
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
︒
非
西
洋
の
原
住
民
で
あ
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
が
︑「
西
洋
人
」
と
自

認
す
る
フ
マ
ニ
タ
ス
に
返
答
し
た
り
反
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
︑
あ
ら
か
じ
め

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
西
洋
人
と
非
西
洋
人
と
は
隔
離
さ
れ
て

い
て
︑
こ
の
隔
離
に
よ
っ
て
「
地
域
研
究
」
と
い
う
知
識
生
産
の
制
度
は
維
持

さ
れ
て
い
ま
す
︒
非
西
洋
の
原
住
民
に
質
問
を
し
︑
彼
ら
の
生
活
を
観
察
し
︑

彼
ら
の
証
言
を
収
集
し
ま
す
が
︑
地
域
研
究
者
が
自
分
た
ち
が
生
み
出
し
た
知

識
を
原
住
民
と
共
有
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
あ
り
ま
せ
ん（

10
）

︒
こ
の
機
制
は
︑
日

本
に
関
す
る
地
域
研
究
で
あ
る
「
日
本
研
究
」
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
︒『
菊

と
刀
』
で
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
演
じ
て
見
せ
た
の
は
︑
ま
さ
に
︑
こ
の
地
域
研
究

者
と
原
住
民
の
間
の
隔
離
の
劇

0

0

0

0

だ
っ
た
の
で
す
︒
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
『
菊
と

刀
』
を
日
本
人
が
読
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
始
め
か
ら
度
外
視
し
て
い
た
の

で
す
︒
知
の
植
民
地
主
義
に
お
け
る
「
原
住
民
」
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
本
人
の
研
究
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
地
域
研
究
者
に
抗
議
し
よ
う
と

し
ま
し
た
が
︑
植
民
地
主
義
的
な
知
の
言
説
を
理
論
的
に
分
析
す
る
術
を
欠
い

て
い
た
た
め
に
︑
結
局
︑
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

彼
ら
は
︑
日
本
人
に
し
か
判
ら
な
い
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
偏
執
的
に
語
る

「
日
本
人
論
」
と
い
う
西
洋
人
に
媚
び
る

0

0

0

0

0

0

0

発
話
を
繰
り
返
す
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
︒
一
九
七
〇
年
代
以
降
も
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
語
り
続
け
た

比
較
文
学
や
比
較
文
化
の
日
本
人
専
門
家
た
ち
は
︑
知
の
植
民
地
主
義
の
中
で

「
西
洋
人
」
の
期
待
に
沿
う
べ
く
︑
綿
々
と
「
原
住
民
」
の
役
割
を
演
じ
続
け

て
い
た
の
で
す
︒

　
で
は
︑
地
域
研
究
者
の
対
極
に
あ
る
は
ず
の
︑
日
本
に
自
己
画
定
す
る
研
究

者
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
国
史
や
国
文
学
な
ど
の
日
本
の
事
象
を
研

究
す
る
学
問
分
野
に
携
わ
る
日
本
在
住
で
日
本
籍
を
も
つ
研
究
者
の
こ
と
で
す
︒

日
本
で
の
日
本
研
究
で
は
︑
研
究
者
は
自
分
の
研
究
成
果
を
「
わ
れ
わ
れ
日
本

人
」
で
あ
る
読
者
に
向
か
っ
て
語
る
と
い
う
体
裁
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒
あ
か
ら
さ
ま
に
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
」
と
名
指

し
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
初
め
か
ら
日
本
研
究
の
読
者
は
日
本
人

で
あ
る
と
決
め
て
か
か
っ
て
仕
事
を
す
る
ひ
と
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
︒
し
た

が
っ
て
︑
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
日
本
研
究
」
の
著
作
や
論
文

は
︑
日
本
語
を
読
め
る
非
日
本
人
に
向
か
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
の
が
実
状
で
し
ょ
う
︒
そ
こ
で
︑
非
日
本
人
に
向
か
っ
て
書
か
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
「
日
本
研
究
」
は
︑
致
命
的
な
弱
点
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
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そ
れ
は
︑
日
本
人
の
間
で
通
用
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
「
常
識
」
を
︑
改
め
て

検
討
す
る
た
め
の
手
続
き
を
考
え
て
こ
な
か
っ
た
点
に
も
っ
と
も
如
実
に
現
れ

て
い
ま
す
︒

　
別
の
言
葉
で
い
う
と
︑
そ
れ
は
「
日
本
研
究
」
で
理
論
的
な
配
慮
が
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
す
︒「
理
論
」
と
い
う
と
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ

ツ
で
─
─
最
近
は
ア
メ
リ
カ
で
─
─
流
行
っ
て
い
る
最
新
の
用
語
を
使
う
こ
と

だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
理
論
と
は
︑「
な
あ
な
あ
関
係
」
の
通
用
し
な
い

人
々
の
間
で
議
論
の
積
み
上
げ
を
す
る
と
き
に
必
要
と
な
る
修
辞
の
用
法
の
こ

と
で
あ
り
︑「
常
識
」
に
頼
ら
ず
に
論
議
の
厳
密
性
を
維
持
す
る
た
め
の
方
策

で
す
︒
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
「
常
識
」
の
対
象
化
の
た
め
の
技
術
で
も
あ
る
こ

と
が
︑
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
理
論
と
は
︑
自
ら
を

「
亡
命
」
の
状
況
に
置
く
こ
と
で
︑
あ
る
集
団
内
で
自
明
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
改
め
て
問
う
こ
と
な
の
で
す（

11
）

︒

　
そ
こ
で
︑「
日
本
研
究
」
に
理
論
を
導
入
す
る
こ
と
と
日
本
に
自
己
画
定
し

な
い
研
究
者
の
増
加
と
が
︑
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
解
っ
て
い

た
だ
け
る
で
し
ょ
う
︒

　「
地
域
研
究
」
に
お
け
る
発
話
と
「
日
本
文
化
論
」
に
お
け
る
発
話
と
は
︑

一
見
す
る
と
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
︑
実
は
相
互
を
補
強
す
る
転

移
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
以
上
︑
両
者
は
同
時
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
︒

ま
た
︑
一
方
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
︑
他
方
も
終
わ
ら
せ
る
必
要
が
あ
り
︑

「
地
域
研
究
」
と
し
て
の
日
本
研
究
と
「
日
本
文
化
論
」
と
は
︑
互
い
を
支
え

合
う
共
可
能
性
に
お
い
て
︑
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
︑
合

州
国
の
戦
後
責
任
を
問
う
こ
と
な
し
に
日
本
の
戦
後
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
︑
日
本
研
究
で
あ
る
限
り
︑
日
本
の
戦
後
を
問
う
こ
と
は
︑
パ
ッ

ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
歴
史
を
問
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
︒
つ
ま
り
︑「
地
域

研
究
」
と
日
本
文
化
論
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
共
犯
性
に
よ
っ
て
相
互
依
存
し
て

お
り
︑
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
両
者
を
同
時
に
俎
上
に
あ
げ
る
こ
と
の
で

き
る
語
り
の
構
え
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒

　
こ
の
ほ
か
に
も
︑
ま
だ
論
ず
べ
き
事
象
は
多
々
あ
り
ま
す
が
︑
紙
面
が
つ
き

ま
し
た
の
で
︑
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
︒

注（
1
）  

現
在
の
日
本
の
国
民
主
義
に
つ
い
て
は
︐
拙
稿
「
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終

焉
と
ひ
き
こ
も
り
の
国
民
主
義
」（『
思
想
』（N

o. 1095

）
二
〇
一
五
年
七
月
号
︑

二
十
一
︱
五
十
七
頁
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

（
2
）  

拙
稿
「
国
民
文
化
研
究
と
文
明
論
的
転
移
」『
日
文
研
』
第
五
十
一
号
︑
二
〇
一
三
年
︑

所
収
︒

（
3
）  

近
代
国
際
社
会
の
成
立
は
︑
人
文
社
会
科
学
の
学
問
制
度
の
枠
組
み
と
も
な
っ
て
い

ま
す
︒
人
間
性
一
般
（H

um
anitas

）
に
つ
い
て
の
学
知
と
し
て
の
人
文
科
学
と
特
殊
な

人
間
（A

nthropos

）
に
関
す
る
学
知
で
あ
る
人
文
科
学
の
違
い
で
す
︒

（
4
）  

ち
な
み
に
︑「
主
体
的
技
術
」
と
は
三
木
清
や
西
田
幾
多
郎
と
い
っ
た
京
都
学
派
の
哲

学
者
が
導
入
し
た
概
念
で
す
︒
戦
後
に
な
っ
て
︑
京
都
学
派
と
は
全
く
違
っ
た
視
座
か
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

ら
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
「
自
己
の
技
術
」
と
し
て
採
り
上
げ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
︒
京
都
学
派
の
哲
学
者
は
人
間
主
義
的
な
方
向
か
ら
︑
多
民
族
国
民
国
家

の
主
体
と
し
て
の
「
日
本
人
」
を
制
作
す
る
技
術
と
し
て
主
体
的
技
術
を
考
え
た
わ
け

で
す
が
︑
フ
ー
コ
ー
は
人
間
主
義
を
批
判
す
る
方
向
で
主
体
概
念
を
検
討
す
る
た
め
に

「
自
己
の
技
術
」
の
分
析
を
遂
行
し
ま
し
た
︒
現
在
も
存
続
す
る
帝
国
意
識
は
京
都
学
派

的
な
「
主
体
的
技
術
」
の
残
滓
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
︑
し
か
し
︑
ま
さ
に
パ
ッ

ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
完
全
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
︑
戦
前
の
「
主

体
性
」
が
も
っ
て
い
た
「
民
族
主
義
批
判
」
の
契
機
や
「
多
民
族
性
」
や
普
遍
主
義
的

な
指
向
性
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
ま
す
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑「
主
体
的
技
術
」
と
い
う

概
念
は
︑
帝
国
意
識
と
主
体
の
制
作
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
上
で
︑
手
が
か
り
を
提
供

し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
︒

（
5
）  

「
下
請
け
の
帝
国
」
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
「
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
焉
と
ひ

き
こ
も
り
の
国
民
主
義
」
を
参
照
し
て
下
さ
い
︒

（
6
）  

こ
の
よ
う
な
転
移
の
構
造
は
︑
帝
国
と
そ
の
植
民
地
の
住
民
の
間
に
現
れ
る
だ
け
で

な
く
︑
同
じ
国
民
国
家
の
中
の
︑
い
わ
ゆ
る
主
流
の
国
民
（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
）
と
傍

系
の
国
民
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
）
の
間
に
も
現
れ
ま
す
︒
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
個

人
は
︑
し
ば
し
ば
︑
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
認
知
を
得
る
た
め
に
︑
過
剰
の
国
民
共
同
体

へ
の
自
己
画
定
を
お
こ
な
う
の
で
す
︒
拙
稿「
遍
在
す
る
国
家
─
─
二
つ
の
否
定
：
ノ
ー
・

ノ
ー
・
ボ
ー
イ
を
読
む
─
─
」（『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
─
─
日
本
の
歴
史
・

地
政
的
配
置
─
─
』
新
曜
社
︑
一
九
九
六
年
：
再
版
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
一
五
年
︑

所
収
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

（
7
）  

欧
米
の
地
域
研
究
に
お
い
て
も
︑「
西
洋
」
は
暗
黙
の
普
遍
的
参
照
項
と
し
て
機
能
し

て
い
ま
す
︒
欧
米
の
地
域
研
究
が
も
つ
︑
同
一
性
の
政
治
（identity politics

）
を
無
視

す
る
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
︒

（
8
）  

こ
の
点
で
︑
日
本
の
敗
戦
直
後
の
竹
内
好
の
仕
事
は
と
て
も
重
要
で
す
︒
拙
稿
「
近

代
の
批
判
」（
前
掲
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
』）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

（
9
）  

こ
の
半
世
紀
の
変
化
を
考
え
る
た
め
に
︑
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
個
人
あ
た
り
の
名

目
国
内
総
生
産
の
変
化
を
簡
単
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
（
統
計
源
と
し
て

は
国
際
通
貨
基
金
（International M

onetary Fund

）
の
国
際
比
較
推
計
値
︑
世
界
銀
行

（W
orld B

ank

）
統
計
︑
及
び
合
州
国
諜
報
局
資
料
集
（C

IA
 Source B

ook

）
を
綜
合
し

て
用
い
ま
し
た
）︒
日
本
が
連
合
国
の
占
領
か
ら
名
目
上
の
独
立
を
し
た
一
九
五
二
年
に

は
一
人
当
た
り
の
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
で
通
貨
の
購
買
力
で
補
正
さ
れ
た
値
（Per 

capita gross dom
estic product purchasing pow

er parity value, G
D

P-PPP

）
か
ら
み
る

と
︑
合
州
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
日
本
の
そ
れ
の
十
倍
を
超
え
て
い
ま
す
︒
中
国
︑

韓
国
︑
台
湾
に
つ
い
て
は
信
頼
に
足
る
統
計
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
判
断
が
難

し
い
の
で
す
が
︑
合
州
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
中
国
の
そ
れ
の
百
倍
を
ゆ
う
に
超

え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
︒

 
 

も
ち
ろ
ん
︑
統
計
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
す
の
で
︑
こ
こ
に
引
用
し
た
数

字
は
地
政
的
な
条
件
の
歴
史
的
変
化
の
目
安
と
だ
け
考
え
て
下
さ
い
︒
産
業
化
が
進
み

賃
労
働
が
一
般
化
し
た
日
本
社
会
と
︑
い
わ
ゆ
る
原
始
的
資
本
蓄
積
と
い
わ
れ
る
資
本

主
義
の
可
能
性
の
条
件
の
成
立
過
程
を
経
て
い
な
い
農
村
共
同
体
を
多
く
抱
え
た
中
国

社
会
を
︑
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
だ
け
で
比
べ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
こ
と
は
十
分
承

知
し
た
上
で
︑
そ
の
後
の
展
開
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇

年
代
に
か
け
て
日
本
経
済
は
急
速
な
成
長
を
遂
げ
︑
今
か
ら
四
十
三
年
前
の
一
九
八
二

年
に
は
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
合
州
国
の
ほ
ぼ
七
十
％
に
達
し
て
い
ま
す

（
こ
こ
で
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
一
人
当
た
り
国
内
総
生
産
で
あ
り
︑
購
買
力
平
価
の
修

正
を
経
た
も
の
で
す
︒
名
目
の
値
で
い
え
ば
︑
お
そ
ら
く
合
州
国
の
水
準
の
九
十
％
近

く
ま
で
い
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
）︒
他
方
︑
日
本
と
の
比
較
で
︑
中
国
の
一
人
当
た
り
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
は
日
本
の
約
三
十
分
の
一
︑
韓
国
の
そ
れ
は
約
三
分
の
一
︑
台
湾
の

そ
れ
は
半
分
弱
で
す
︒
そ
の
十
年
後
の
一
九
九
二
年
に
は
︑
日
本
の
経
済
は
バ
ブ
ル
期

の
成
長
を
遂
げ
︑
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
合
州
国
の
そ
れ
の
八
十
二
％
に
達

す
る
一
方
︑
中
国
は
日
本
の
二
十
分
の
一
︑
韓
国
は
日
本
の
四
十
五
％
︑
台
湾
は

五
十
七
％
に
ま
で
伸
び
て
き
て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
そ
の
次
の
十
年
間
は
日
本
の
衰
退
が

顕
著
に
な
り
ま
す
︒
二
〇
〇
二
年
に
な
る
と
︑ 

一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
日
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本
は
合
州
国
の
そ
れ
の
七
十
％
で
そ
れ
以
前
と
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
が
︑
中
国
は

日
本
の
そ
れ
の
十
一
％
に
︑
韓
国
と
台
湾
は
そ
れ
ぞ
れ
七
十
一
％
と
八
十
一
％
と
︑
日

本
の
所
得
水
準
に
肉
薄
し
て
き
ま
す
︒
そ
し
て
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
一
昨
年

（
二
〇
一
二
年
）
ま
で
の
十
年
間
で
︑
合
州
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
に
対
し

て
日
本
の
そ
れ
は
六
十
九
％
で
や
や
後
退
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
中
国
は
日
本
の
約

四
分
の
一
に
︑
韓
国
は
八
十
九
％
と
ほ
ぼ
日
本
と
同
じ
所
得
水
準
に
達
し
て
い
ま
す
︒

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
︑
台
湾
が 

一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
︱
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
日
本
を
追
い
越

し
て
︑
日
本
の
約
一
〇
七
％
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
︒
つ
ま
り
︑
一
人
当
た
り
台
湾

の
平
均
的
な
個
人
の
所
得
が
日
本
人
の
そ
れ
を
七
％
上
回
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
（
以
下
に
︑
参
考
に
し
た
過
去
四
十
年
間
の
一
人
当
た
り
平
均
年
収
入
の

Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
を
記
し
て
お
き
ま
す
）︒

 
IM

F estim
ates

（
現
時
点U

S$

購
買
力
平
価
換
算
値
）

 
1982

年
：U

SA
 14 ,410 ; 

中
国 327 ; 

日
本 10 ,615 ; 
韓
国 3 ,040 ; 

台
湾 4 ,466 .

 
1992

年
：U

SA
 25 ,467 ; 

中
国 1 ,028 ; 

日
本 21 ,057 ; 
韓
国 9 ,443 ; 

台
湾 11 ,901 .

 
2002

年
：U

SA
 38 ,123 ; 

中
国 2 ,884 ; 

日
本 26 ,749 ; 

韓
国 18 ,878 ; 

台
湾 21 ,613 .

 
2012

年
：U

SA
 51 ,704 ; 

中
国 9 ,055 ; 

日
本 35 ,856 ; 

韓
国 31 ,950 ;
台
湾 38 ,357 .

 
 

こ
の
半
世
紀
の
間
に
東
ア
ジ
ア
の
地
政
的
な
富
の
分
布
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
︒
私
が
︑
こ
の
時
期
を
東
ア
ジ
ア
の
激
動
期
と
考
え
る
理
由
も
こ
こ
に

あ
り
ま
す
︒

（
10
）  

こ
の
点
の
詳
し
い
説
明
に
つ
い
て
は
︑
既
に
古
典
と
な
っ
た
以
下
の
著
作
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
︒Johannes Fabian, Tim

e and the O
ther: H

ow
 Anthropology m

akes its 

object, C
olum

bia U
niversity Press, 1983 .

（
11
）  

よ
り
詳
し
く
は
︑Transnational N

etw
ork for C

ritical Inter-A
sian C

ultural Studies

の
宣
言
文
と
し
て
書
か
れ
た
拙
稿Transnationality and E

xile

の
日
本
語
解
説
文
「
脱
・

国
体
と
亡
命
」（『
現
代
思
想
』（V

ol. 43 , N
o. 17

）
二
〇
一
五
年
︑一
六
四
︱
一
八
〇
頁
）

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒
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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

　

は
じ
め
に

　
日
本
に
関
す
る
言
論
の
内
容
と
論
調
は
国
内
で
も
国
外
で
も
一
九
九
〇
年
代

に
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
︒
こ
の
時
期
に
「
失
わ
れ
た
十
年
」
と
い
う
言
葉
が
急

激
に
流
通
し
始
め
た
こ
と
は
︑
そ
れ
を
象
徴
す
る
︒
こ
の
言
葉
が
英
語
の
出
版

物
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
一
九
九
八
年
の
『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
誌
の
記

事
で
あ
っ
た
︒
日
本
語
で
こ
の
言
葉
が
最
初
に
使
わ
れ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
そ

れ
と
全
く
同
じ
日
の
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
コ
ラ
ム
の
中
で
あ
り
︑
こ
の
表
現

を
外
国
人
投
資
家
に
よ
る
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い
る（

1
）

︒
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た

か
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
︒
日
本
は
凋
落
し
つ
つ
あ
る
︑
日
本
は
失
わ
れ

た
と
い
う
認
識
は
︑
国
の
内
外
双
方
で
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
喪
失
状
況
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
長
引
く
に
つ
れ
︑「
失
わ
れ
た
十
年
」

は
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
が
︑
こ
の
喪
失
を
め
ぐ
る
言
説

に
は
つ
ね
に
二
つ
の
焦
点
が
あ
っ
た
︒
ま
ず
何
は
さ
て
お
き
︑
経
済
の
停
滞
が

第
一
の
焦
点
で
あ
る
︒
だ
が
第
二
の
︑
そ
し
て
同
じ
く
重
要
な
焦
点
は
︑
山
積

す
る
社
会
問
題
だ
っ
た
︒
こ
れ
が
病
め
る
経
済
の
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る
と

さ
れ
た
の
だ
が
︑
じ
つ
は
少
子
高
齢
化
︑
収
入
・
資
産
・
教
育
に
お
け
る
格
差

の
拡
大
︑
限
定
的
に
し
か
変
わ
ら
な
い
女
性
の
役
割
︑
い
わ
ゆ
る
若
者
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
意
欲
の
低
下
と
い
っ
た
問
題
は
す
べ
て
︑
日
本
の
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
単
純
に
言
え
ば
︑
日
本
が
何
か
を
「
失
っ
た
」
と

い
う
意
識
は
︑
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
だ
け
で
な
く
︑
日
本
は
中
流
大
衆
社
会
に

な
っ
た
︑
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
そ
う
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
社
会
的
神

話
の
崩
壊
か
ら
も
生
じ
て
い
る
︒
一
九
九
〇
年
代
に
始
ま
る
年
月
は
︑
中
流
階

高
度
成
長
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
へ

―
―
国
家
・
市
場
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
―

ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
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級
の
一
員
に
加
わ
り
︑
男
は
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
に
︑
女

は
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
「
専
業
主
婦
」
に
な
れ
る
は
ず
だ
と
国
民
の
大
多
数
が
信
じ

た
夢
を
奪
い
つ
づ
け
て
き
た（

2
）

︒

　「
失
わ
れ
た
十
年
」
の
始
ま
り
は
︑
四
十
五
年
に
わ
た
る
私
の
日
本
と
の
関

わ
り
を
ち
ょ
う
ど
二
分
す
る
中
間
点
に
あ
た
る
︒
こ
の
時
点
で
日
本
に
何
か
根

源
的
な
変
化
が
起
き
た
と
い
う
認
識
が
︑
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
私
が
関
心

を
抱
い
た
き
っ
か
け
だ
っ
た
︒
本
稿
で
は
主
と
し
て
保
守
層
や
体
制
側
の
議
論

に
的
を
し
ぼ
り
な
が
ら
︑
日
本
が
中
流
社
会
と
し
て
の
未
来
に
自
信
を
失
っ
て

い
く
過
程
と
と
く
に
関
係
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
風
景
の
変
遷
を
た
ど
り
つ
つ
︑

そ
の
二
つ
の
側
面
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
︒
一
つ
は
︑
健
全
な
社
会
を

維
持
す
る
手
段
と
し
て
市
場
と
競
争
を
と
ら
え
る
考
え
方
︒
も
う
一
つ
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
役
割
の
変
化
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
︒
私
の
主
眼
は
︑
学
者
に
よ
っ

て
書
か
れ
︑
学
生
を
含
め
た
仲
間
う
ち
で
の
み
通
じ
る
論
文
を
生
み
出
す
こ
と

に
で
は
な
く
︑
学
者
か
ら
公
共
に
向
け
ら
れ
た
主
張
を
行
う
こ
と
や
︑
政
策
的

な
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
言
論
空
間
は
︑

ふ
つ
う
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」（
日
本
研
究
）
と
呼
ば
れ
て
い

る
学
問
の
動
向
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
探
り
な
が
ら
検
証
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
︒

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
端
を
発
し
︑
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の

喪
失
を
め
ぐ
る
意
識
を
検
証
す
る
た
め
に
は
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
先
立
つ
楽
観

的
な
心
理
状
態
を
見
き
わ
め
て
︑
そ
れ
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
︑
そ
の
後
起
き
た

変
化
の
も
つ
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
︒
高
度
経
済
成
長
時
代
の

末
期
に
特
有
な
活
力
と
︑
い
わ
ゆ
る
欧
米
へ
の
「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
」
意
識
を

も
っ
て
語
ら
れ
た
︑
こ
の
よ
う
な
楽
天
的
な
見
解
を
み
つ
け
る
の
は
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
が
︑
そ
こ
に
は
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
の
時
代
を
席
巻
し
た
思
考

法
と
通
ず
る
重
要
課
題
の
い
く
つ
か
が
す
で
に
見
て
と
れ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
は
︑

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
経
済
と
安
定
し
た
中
流
社
会
を
実
現
し
た
日
本
が
世
界
の

リ
ー
ダ
ー
と
な
り
︑
他
者
の
モ
デ
ル
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
︑
最
も
顕
著
な
勝

利
宣
言
の
い
く
つ
か
を
検
証
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
︒

ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
―
―
日
本
版
―
―

　
私
の
出
発
点
は
︑
一
九
七
〇
年
代
末
に
つ
く
ら
れ
て
︑
今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
あ
る
重
要
な
報
告
書
で
あ
る
︒
こ
の
報
告
書
は
ふ
つ
う

「
大
平
報
告
書
」
と
呼
ば
れ
︑
当
時
の
首
相
︑
大
平
正
芳
の
要
請
に
よ
り
︑
第

一
線
の
学
者
を
交
え
た
大
規
模
な
研
究
会
の
手
で
作
成
さ
れ
た（

3
）

︒
主
な
焦
点
は

経
済
運
営
か
ら
家
庭
生
活
に
い
た
る
内
政
問
題
︑
お
よ
び
地
方
が
直
面
す
る
諸

問
題
に
置
か
れ
︑
そ
の
ほ
か
国
際
関
係
に
も
気
配
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

報
告
書
に
は
未
来
に
つ
い
て
若
干
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
全

体
の
論
調
は
何
よ
り
も
日
本
が
達
成
し
た
こ
と
に
対
す
る
誇
り
が
き
わ
だ
っ
て

い
る
︒
改
革
を
求
め
る
声
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
低
調
で
︑
と
り
わ
け
当
時
か

ら
三
十
五
年
あ
ま
り
を
経
た
現
時
点
で
読
む
と
︑
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　
日
本
に
関
す
る
こ
う
し
た
評
定
の
文
脈
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た（

4
）

︒

大
平
政
策
研
究
会
は
一
九
七
九
年
一
月
に
招
集
さ
れ
た
︒
そ
の
五
个
月
後
︑

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
社
会
学
者
エ
ズ
ラ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア

ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
─
︱
ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
─
︱
』
を
出
版
し
︑
た
だ
ち
に

邦
訳
が
出
た
︒
こ
の
二
つ
の
文
書
は
同
一
で
は
な
い
が
︑
と
も
に
楽
観
主
義
と
︑

日
本
を
モ
デ
ル
と
と
ら
え
る
点
で
共
通
し
て
い
た
︒
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
本
は
ア
メ

リ
カ
よ
り
む
し
ろ
日
本
で
売
れ
行
き
を
は
る
か
に
伸
ば
し
た
が
︑
そ
も
そ
も
こ

の
本
は
ア
メ
リ
カ
人
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と

し
て
は
︑
現
代
の
社
会
・
経
済
問
題
を
探
る
の
に
国
境
の
外
に
ヒ
ン
ト
を
求
め

て
は
ど
う
か
と
ア
メ
リ
カ
人
に
訴
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
大
平
研
究
会
の
メ

ン
バ
ー
は
日
本
の
政
治
指
導
層
に
政
策
提
言
を
し
た
の
だ
が
︑
彼
ら
も
ま
た
他

者
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
存
在
と
し
て
日
本
の
潜
在
的
役
割
に
注

目
し
た
︒

　
こ
う
し
た
楽
観
論
と
︑
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
日
本
が
何
か
を
「
失
っ

た
」
と
い
う
言
説
と
が
よ
く
似
て
い
る
の
は
︑
国
内
外
で
評
価
が
一
致
し
て
い

た
点
で
あ
る
︒
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
自
著
の
企
画
を
一
九
七
六
年
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
︑

数
年
に
わ
た
り
と
く
に
佐
藤
誠
三
郎
と
親
し
か
っ
た
︒
佐
藤
は
香
山
健
一
や
公

文
俊
平
と
と
も
に
︑
大
平
研
究
会
の
招
聘
に
あ
た
っ
て
主
力
と
な
っ
た
人
物
で

あ
る
︒
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
佐
藤
は
︑
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
著
書
と
大
平
報
告
書
が
と
も

に
言
及
し
て
い
る
論
点
に
つ
い
て
何
度
と
な
く
議
論
を
重
ね
て
い
る（

5
）

︒

一
九
七
〇
年
代
に
は
ま
た
︑
日
本
的
シ
ス
テ
ム
は
「
西
洋
化
」
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
︑
も
し
か
す
る
と
西
洋
モ
デ
ル
が
一
致
し
て
参
考
に
す
る
も
の
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
観
点
で
書
か
れ
た
著
作
が
い
く
つ
か
日
本
国
外
で
発
表

さ
れ
て
い
る
︒
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
を
比
較
し
た
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー

ア
の
著
作
が
そ
の
一
例
で
︑
こ
れ
は
す
で
に
古
典
と
な
っ
た（

6
）

︒
大
平
報
告
書
の

執
筆
者
ら
は
こ
う
い
う
文
脈
で
︑
し
か
し
同
時
に
日
本
国
内
の
よ
り
批
判
的
な

意
見
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
（
じ
つ
は
書
き
手
ら
自
身
が
そ
れ
以
前
に
表
明
し
て
い

た
観
点
へ
の
反
動
と
し
て
）
報
告
書
を
完
成
さ
せ
た
︒

　
大
平
首
相
の
出
自
は
︑
社
会
的
・
経
済
的
に
高
い
位
置
を
も
た
な
い
点
で
田

中
角
栄
と
や
や
似
通
っ
て
お
り
︑
吉
田
茂
︑
鳩
山
一
郎
︑
池
田
勇
人
︑
佐
藤
栄

作
︑
三
木
武
夫
な
ど
戦
後
の
宰
相
の
そ
れ
と
明
確
に
対
比
さ
れ
る
︒
大
平
は
東

大
で
は
な
く
東
京
商
科
大
学
（
一
橋
大
学
の
前
身
）
か
ら
大
蔵
省
入
り
し
た
︒

そ
し
て
省
内
の
上
司
だ
っ
た
池
田
勇
人
の
引
き
立
て
を
得
て
政
界
入
り
し
た
︒

大
平
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
教
養
人
で
あ
っ
た
︒
知
的
な
影
響
を
受
け
た
人
物
は

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ー
ニ
ー
で

あ
る
︒
こ
の
二
人
か
ら
大
平
が
学
ん
だ
の
は
︑
個
人
と
国
家
を
結
ぶ
仲
介
グ

ル
ー
プ
の
重
要
性
で
あ
り
︑
こ
れ
が
規
制
な
き
過
激
な
市
場
経
済
や
︑
反
資
本

主
義
の
階
級
闘
争
が
与
え
る
有
害
な
影
響
か
ら
社
会
を
護
る
と
い
う
信
念
だ
っ

た
︒
大
平
は
「
改
良
資
本
主
義
」
つ
ま
り
社
会
協
調
を
唱
導
し
︑
ま
た
ロ
ー

マ
・
ク
ラ
ブ
が
提
唱
し
た
「
成
長
の
限
界
」
説
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
︑
近

代
化
の
成
長
モ
デ
ル
は
行
き
詰
ま
っ
て
お
り
︑
克
服
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
た
︒
自
民
党
内
で
の
大
平
は
︑
防
衛
費
増
大
と
憲
法
改
正
を
唱
え
る
福
田
派
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と
対
立
す
る
立
場
を
と
り
︑
そ
の
よ
う
な
動
き
は
日
本
を
有
害
な
「
前
近
代
」

国
家
に
戻
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
︒
大
平
は
ま
た
︑
国
家
中
枢
が
過
大
な
権
力

を
握
る
こ
と
を
懸
念
し
︑
政
治
・
行
政
権
力
を
地
域
の
現
場
に
移
し
て
全
体
を

均
衡
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
た（

7
）

︒

　
大
平
報
告
書
全
九
巻
に
は
各
巻
す
べ
て
に
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提

言
」
と
い
う
同
一
の
序
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
報
告

書
に
は
大
平
の
世
界
観
を
色
濃
く
反
映
し
た
問
題
意
識
が
通
底
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
こ
の
序
文
は
欧
米
と
の
あ
い
だ
に
築
い
た
新
た
な
平
等
と
い
う
誇
り

に
満
ち
た
高
揚
感
あ
ふ
れ
る
出
だ
し
に
始
ま
る
︒

近
代
化
を
達
成
し
た
欧
米
諸
国
と
日
本
は
︑
高
度
産
業
社
会
と
し
て
成
熟

し
︑
多
く
の
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
に
至
っ
た
︒
︙
︙
日
本
は
︑
明
治

維
新
以
来
︑
欧
米
先
進
諸
国
に
一
日
も
早
く
追
い
つ
く
た
め
に
︑
近
代
化
︑

産
業
化
︑
欧
米
化
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
日
本
は
︑

成
熟
し
た
高
度
産
業
社
会
を
迎
え
︑
人
々
は
︑
世
界
に
誇
り
う
る
自
由
と

平
等
︑
進
歩
と
繁
栄
︑
経
済
的
豊
か
さ
と
便
利
さ
︑
高
い
教
育
と
福
祉
の

水
準
︑
発
達
し
た
科
学
技
術
を
享
受
す
る
に
至
っ
た（

8
）

︒

　
こ
う
し
た
こ
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
︑
日
本
の
中
に
異
な
る
文
化
が
併

立
し
て
い
る
か
ら
だ
が
︑
提
言
で
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る
著
者
た
ち
の
理
解
が

展
開
さ
れ
て
い
る
︒

欧
米
の
文
化
が
︑
神
か
悪
魔
か
︑
勝
ち
か
負
け
か
︑
白
か
黒
か
と
い
う
よ

う
に
︑「
二
者
を
峻
別
し
対
比
」
さ
せ
る
構
造
を
持
つ
の
に
対
し
︑
日
本

文
化
は
︑
じ
ゃ
ん
け
ん
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
絶
対
的
勝
者
も
敗
者
も
い

な
い
三
す
く
み
の
「
三
極
鼎
立
・
円
環
構
造
」
を
特
質
と
し
て
い
る
︒
絶

対
的
一
神
教
崇
拝
に
対
し
︑
神
仏
習
合
の
歴
史
的
経
験
を
も
つ
︒
ル
ー
ル

を
守
れ
ば
勝原
文
マ
マ

て
ば
勝
ち
の
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
」
よ
り
は
︑「
お
の
お
の

が
そ
の
所
を
得
る
」
よ
う
な
「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」
の
原
理
を
も
つ
︒
都

市
の
構
造
や
家
屋
︑
庭
園
︑
生
活
習
慣
で
も
︑「
中
間
領
域
」
を
大
切
に

す
る
「
グ
レ
イ
・
ゾ
ー
ン
の
文
化
」
を
も
っ
て
い
る（

9
）

︒

　
東
西
対
比
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
こ
と
自
体
お
そ
ろ
し
く
二
元
論
的
だ
が
︑
著

者
ら
は
日
本
こ
そ
す
べ
て
の
現
代
社
会
が
直
面
す
る
難
問
に
対
処
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
と
し
︑
具
体
的
に
は
︑「
か
つ
て
な
い
自
由
と
経
済
的
豊
か
さ
は
︑

こ
れ
ま
で
の
物
質
文
明
や
近
代
合
理
主
義
の
下
で
︑
と
も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
人
間
の
精
神
的
・
文
化
的
側
面
へ
の
反
省
を
促
し
︑
よ
り
高
度

な
人
間
的
欲
求
を
目
覚
め
さ
せ
る
に
至
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

10
）

︒
そ
し
て
大
平

と
も
ど
も
︑
日
本
と
世
界
が
「
近
代
を
超
え
る
時
代
」
に
入
っ
た
と
く
り
か
え

し
強
調
す
る
︒
こ
の
新
た
な
世
界
で
は
︑
調
和
と
均
衡
が
︑
ま
た
個
人
主
義
で

は
な
く
相
互
連
帯
の
原
則
が
︑
全
世
界
的
な
新
し
い
「
文
化
の
時
代
」
に
お
け

る
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
基
盤
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
追
い
求
め
る
べ
き
欧

米
モ
デ
ル
は
も
は
や
存
在
し
な
い（

11
）

︒



高度成長から「失われた二十年」へ

27

特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　「
近
代
を
超
え
る
時
代
」
と
い
う
言
葉
が
初
出
し
た
あ
と
︑
報
告
書
は
そ
れ

が
「
前
近
代
へ
の
回
帰
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
断
言
し
︑
は
っ
き
り
身
構

え
た
姿
勢
を
あ
ら
わ
に
す
る（

12
）

︒
つ
ま
り
こ
の
表
現
が
戦
時
中
の
評
判
の
良
く
な

い
「
近
代
の
超
克
」
論
議
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
︑
メ
ン
バ
ー
ら
は
強
く
意
識

し
て
い
た
︒
だ
が
公
正
を
期
す
な
ら
ば
︑
大
平
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
以
上
に
︑

「
近
代
の
超
克
」
論
議
に
関
わ
っ
た
戦
時
中
の
思
想
家
た
ち
が
み
ず
か
ら
を
先

祖
返
り
と
考
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
︒
彼
ら
は
国
際
的
に
見
て
妥
当
な
日
本

的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
︑
伝
統
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も

近
代
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
追
求
し
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は

軍
事
力
で
「
八
紘
に
」（
世
界
の
隅
々
ま
で
）
広
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
こ
う
し
た
も
の
を
想
起
さ
せ
る
点
︑
ま
た
日
本
と
欧
米
の
文
化
双
方
に
つ
い

て
︑
大
平
報
告
書
の
理
解
が
還
元
論
的
で
あ
る
点
を
も
っ
て
︑
こ
の
研
究
会
の

い
う
新
た
な
「
文
化
の
時
代
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
単
純
で
浅
薄
と
切
り
捨
て

て
し
ま
う
の
は
た
や
す
い
し
︑
あ
る
意
味
で
妥
当
な
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

こ
の
報
告
書
の
根
底
に
あ
る
前
提
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
の
に
は
二
つ
の
理

由
が
あ
る
︒
一
つ
目
に
は
︑
そ
れ
が
戦
争
の
時
代
を
越
え
て
︑
少
な
く
と
も

十
九
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
り
︑
政
教
社
と
そ
の
機
関
誌
『
日
本
人
』
を
め
ぐ

る
人
々
の
著
作
に
深
い
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
る
思
考
モ
ー
ド
の
一
例
で
あ
る
か
ら

だ
が
︑
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
二
つ
目
に
は
︑
こ
の
報
告
書
が
︑
絶
え
ず
変
化

す
る
困
難
な
国
際
環
境
の
な
か
で
「
日
本
」
を
定
義
し
よ
う
と
挑
み
つ
づ
け
る

人
々
の
持
続
的
な
ス
タ
ン
ス
を
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
︒

　
過
去
の
こ
う
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
は
︑
戦
時
期
の
も
の
で
あ
れ
明
治
中
期
の
も
の

で
あ
れ
︑
欧
米
の
近
代
化
の
模
倣
を
急
ぐ
な
か
で
日
本
が
自
国
文
化
の
本
質
を

失
っ
て
い
く
懸
念
を
反
映
し
て
︑
危
機
感
と
敵
愾
心
に
彩
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う

し
た
背
景
に
照
ら
す
と
︑
こ
の
宣
言
文
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
自
信
に
満
ち
た

論
調
は
好
奇
心
を
そ
そ
る
︒
し
か
も
そ
れ
が
︑
こ
れ
ま
で
こ
の
同
じ
書
き
手
た

ち
が
書
い
て
き
た
も
の
と
異
な
る
点
に
は
も
っ
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
︒
大
平

報
告
書
に
見
ら
れ
る
思
考
の
起
源
は
─
︱
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
本
の
出
発
点
も
そ
う

だ
が
─
︱
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
さ
か
の
ぼ
る
︒
香
山
︑
佐
藤
︑
公
文
な
ど
大

平
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
の
主
力
メ
ン
バ
ー
は
︑
多
く
が
「
グ
ル
ー
プ

一
九
八
四
」
と
自
称
す
る
保
守
派
知
識
人
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
︒
こ
の
グ

ル
ー
プ
は
︑
一
九
六
〇
年
代
に
電
子
産
業
大
手
企
業
を
創
設
し
た
起
業
家
の
牛

尾
治
朗
が
招
聘
し
︑『
文
藝
春
秋
』
誌
一
九
七
五
年
二
月
号
に
「
日
本
の
自
殺
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
た（

13
）

︒
こ
の
論
文
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
︑
執
筆
者
ら
は

当
時
の
経
団
連
会
長
だ
っ
た
土
光
敏
夫
と
結
び
つ
い
て
い
く（

14
）

︒

　
こ
の
論
文
と
大
平
報
告
書
は
︑
現
代
生
活
の
精
神
的
・
文
化
的
特
性
へ
の
懸

念
を
共
有
し
︑
日
本
社
会
が
「
自
律
性
と
﹁
自
己
決
定
能
力
﹂
を
失
い
さ
え
し

な
け
れ
ば
」︑
日
本
文
化
─
︱
あ
る
箇
所
で
は
「
日
本
の
魂
」
と
さ
れ
て
い
る

─
︱
に
は
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
と
い
う
経
済
的
困
難
を
克
服
す
る
潜
在
力
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
点
で
共
通
す
る（

15
）

︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
自
信
あ
ふ
れ
る
叙

述
は
じ
つ
は
非
常
に
少
な
く
︑
論
文
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
文

章
全
体
の
論
調
や
内
容
は
迫
り
来
る
災
厄
へ
の
危
機
感
と
恐
れ
に
彩
ら
れ
て
い
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る
︒
論
文
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
退
に
つ
い
て
の
鮮
烈
な
描
写
に
始
ま
り
︑
そ
う

な
っ
た
の
は
エ
リ
ー
ト
が
「
パ
ン
や
娯
楽
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆
に

迎
合
し
た
せ
い
だ
と
す
る
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑
現
在
の
日
本
も
同
じ
よ
う
に
倫

理
の
衰
退
を
招
い
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
︑
そ
し
て
経
済
が
︑

社
会
の
規
律
と
責
任
を
犠
牲
に
し
て
大
衆
の
欲
望
に
迎
合
し
た
た
め
だ
と
︑
ま

さ
に
エ
リ
ー
ト
的
な
調
子
で
非
難
し
て
い
る
︒

　
具
体
的
に
言
え
ば
︑
日
本
は
三
つ
の
難
問
︑
す
な
わ
ち
天
然
資
源
の
欠
乏
︑

環
境
破
壊
︑
過
度
の
昇
給
レ
ー
ス
と
（
そ
れ
に
よ
る
）
消
費
者
物
価
の
上
昇
が

招
く
イ
ン
フ
レ
・
ス
パ
イ
ラ
ル
に
直
面
し
て
い
る
︒
し
か
し
問
題
は
経
済
と
い

う
よ
り
文
化
や
政
治
︑
と
り
わ
け
心
理
面
に
あ
る
︒
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
︑

大
量
生
産
社
会
に
は
び
こ
る
物
質
主
義
だ
︒
均
一
化
さ
れ
た
商
品
は
人
々
か
ら

趣
味
嗜
好
を
奪
い
︑
規
格
化
さ
れ
た
労
働
は
労
働
者
を
精
神
的
・
肉
体
的
に
蝕

む
︒
女
性
が
利
便
性
ゆ
え
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
や
既
製
服
を
求
め
て
︑
消
費

主
義
が
家
庭
を
も
破
壊
す
る
︒「
家
族
の
た
め
に
心
を
込
め
て
食
事
を
作
り
︑

セ
ー
タ
ー
を
編
む
喜
び
を
忘
れ
た
主
婦
た
ち
が
い
か
に
多
い
こ
と
か
」︒
こ
の

現
代
シ
ス
テ
ム
が
─
︱
本
質
的
に
は
資
本
主
義
的
生
産
と
消
費
な
の
だ
が
︑
著

者
ら
は
そ
れ
を
敢
え
て
大
上
段
に
ふ
り
か
ざ
そ
う
と
し
な
い
─
︱
「
幼
児
化
し

た
」
人
々
に
重
大
な
道
徳
的
危
機
を
も
た
ら
し
︑
大
衆
の
判
断
力
を
弱
め
︑
規

律
を
徐
々
に
奪
っ
て
い
っ
た
︒
四
十
年
経
ち
な
が
ら
︑
い
さ
さ
か
も
古
め
か
し

さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
こ
の
論
文
は
︑
そ
の
あ
る
一
節
で
︑
何
よ
り
も
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
に
流
れ
る
情
報
の
氾
濫
に
よ
っ
て
︑
人
々
は
自
分
で
判
断
す
る
ゆ
と
り

が
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る（

16
）

︒

　
著
者
ら
に
と
っ
て
敵
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
問
題
を
つ
く
り
だ

し
︑
そ
の
解
決
を
妨
げ
る
の
は
政
治
的
左
派
︑
と
く
に
日
本
共
産
党
と
日
教
組

で
あ
る
︒
左
派
は
行
き
過
ぎ
た
邪
悪
な
平
等
主
義
を
教
育
制
度
に
も
ち
こ
ん
で
︑

生
徒
の
長
所
を
認
め
ず
に
均
一
の
標
準
速
度
で
動
く
よ
う
強
い
︑
自
立
精
神
と

規
律
を
崩
壊
さ
せ
る
福
祉
国
家
を
め
ざ
し
た
︒
い
ま
必
要
な
の
は
─
︱
「
消
費

者
︑
労
働
者
︑
政
治
家
︑
経
営
者
に
よ
る
」
─
︱
方
向
転
換
︑
つ
ま
り
利
己
的

な
自
分
探
し
を
や
め
て
︑
自
立
︑
人
々
に
負
の
側
面
を
伝
え
る
こ
と
を
恐
れ
な

い
強
い
リ
ー
ダ
ー
︑
若
者
に
向
け
た
強
固
な
愛
︑
そ
し
て
物
質
的
な
利
益
だ
け

が
人
間
の
幸
福
の
総
和
で
は
な
い
と
い
う
認
識
へ
の
方
向
転
換
で
あ
る
︒
こ
の

長
い
論
文
に
み
な
ぎ
る
張
り
つ
め
た
高
揚
感
は
︑
明
ら
か
に
転
向
の
後
ろ
め
た

さ
を
反
映
し
た
も
の
な
の
だ
︒
若
き
日
の
著
者
ら
は
自
身
が
過
激
派
学
生
で
あ

り
︑
共
産
党
員
で
あ
っ
た
︒

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
︑
大
平
報
告
書
は
日
本
が
直
面
す
る
問
題
を
極
端
に

抑
制
し
て
描
く
一
方
︑
日
本
文
化
の
興
隆
だ
け
で
な
く
︑
新
た
な
「
文
化
の
時

代
」
に
お
い
て
世
界
に
奉
仕
す
る
日
本
文
化
の
潜
在
力
を
︑
大
仰
な
ほ
ど
の
確

信
に
満
ち
て
評
価
し
た
提
言
と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
︒
執
筆
者
の
多
く
が

何
を
も
っ
て
こ
の
四
年
の
あ
い
だ
に
こ
う
し
た
違
い
に
達
し
た
の
か
は
正
確
に

は
わ
か
ら
な
い
が
︑
第
一
に
言
え
る
の
は
自
信
の
増
大
だ
ろ
う
︒
一
九
八
〇
年

ま
で
に
日
本
は
二
度
の
石
油
危
機
を
︑
ほ
か
の
多
く
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
が

被
っ
た
ほ
ど
の
惨
状
に
陥
ら
ず
に
切
り
抜
け
た
︒
こ
れ
は
一
九
七
五
年
に
は
予



高度成長から「失われた二十年」へ

29

特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

想
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
︒
以
前
の
論
文
に
見
ら
れ
る
左
派
へ
の
恐
れ
と
具
体
的

に
関
連
づ
け
て
言
え
ば
︑
協
調
的
な
民
間
セ
ク
タ
ー
労
組
と
企
業
の
賃
金
交
渉

が
イ
ン
フ
レ
・
ス
パ
イ
ラ
ル
を
抑
え
こ
み
︑
ま
た
「
ス
ト
権
ス
ト
」
の
敗
北
に

よ
っ
て
公
共
セ
ク
タ
ー
労
組
が
大
き
く
後
退
し
た
︒
第
二
に
︑
首
相
の
た
め
に

作
成
さ
れ
る
報
告
書
と
い
う
も
の
に
は
政
治
的
な
縛
り
が
か
か
る
︒
そ
う
し
た

報
告
書
は
︑
現
今
の
危
機
を
大
げ
さ
に
嘆
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
か
り
に
危
機

に
見
舞
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
首
相
を
含
め
た
与
党
は
政
権
を
担
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
だ
し
︑
提
言
は
首
相
が
政
策
を
つ
う
じ
て
実
現
可
能
な
施

策
を
推
進
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

　
日
本
の
経
済
と
文
化
を
新
た
な
「
文
化
の
時
代
」
の
強
靱
な
基
盤
と
し
て
描

く
大
平
報
告
書
は
︑
こ
の
よ
う
に
左
派
と
の
不
安
と
敵
意
に
満
ち
た
対
話
か
ら

生
ま
れ
た
︒
た
だ
し
そ
の
不
安
感
は
抑
え
ら
れ
︑
敵
意
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な

い
︒
そ
の
の
ち
︑
変
化
の
時
代
に
日
本
固
有
の
も
の
を
見
定
め
保
全
し
た
い
と

い
う
報
告
書
本
来
の
関
心
事
は
持
続
し
つ
づ
け
︑
危
機
感
が
戻
っ
て
く
る
︒
し

か
し
左
派
が
い
よ
い
よ
重
要
性
を
失
う
に
つ
れ
︑
仮
想
敵
あ
る
い
は
問
題
の
源

泉
と
し
て
の
そ
の
存
在
感
は
薄
ま
っ
て
い
く
（
た
だ
し
橋
下
徹
の
よ
う
な
政
治
家

や
安
倍
首
相
が
教
師
を
攻
撃
し
た
り
す
る
の
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
消
滅
は
し

な
い
）︒
こ
れ
ら
一
九
七
〇
年
代
の
主
義
主
張
の
核
心
部
に
内
在
す
る
矛
盾
を

反
映
し
て
︑
や
が
て
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
対
立
軸
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
は
日
本

の
左
派
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
替
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
は
し
た
が
︑
大
平
報

告
書
の
唱
え
る
日
本
文
化
の
あ
る
べ
き
姿
と
︑
生
ま
れ
た
て
の
新
自
由
主
義
と

の
あ
い
だ
に
不
安
な
緊
張
が
生
ま
れ
た
︒
こ
の
新
自
由
主
義
の
萌
芽
は
︑
平
等

主
義
的
教
育
や
膨
張
す
る
社
会
福
祉
へ
激
し
い
攻
撃
を
加
え
る
「
日
本
の
自

殺
」
に
す
で
に
は
っ
き
り
窺
え
る
︒

　
台
頭
す
る
日
本
版
新
自
由
主
義
に
と
っ
て
最
初
の
重
要
な
契
機
は
︑
そ
の
わ

ず
か
数
年
後
︑
中
曽
根
康
弘
政
権
の
時
代
に
訪
れ
た
︒
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の

レ
ー
ガ
ン
政
権
︑
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
時
代
に
似
た
よ
う
な
改
良
主

義
が
右
派
勢
力
か
ら
登
場
し
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒「
戦
後
政

治
の
総
決
算
」
を
唱
え
る
中
曽
根
内
閣
の
内
政
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
目
玉
は
︑
教
育

改
革
と
国
家
的
独
占
機
関
と
り
わ
け
国
鉄
の
民
営
化
だ
っ
た
︒
中
曽
根
の
意
図

は
︑
国
鉄
の
抱
え
る
巨
大
債
務
を
処
理
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
以
上
に
︑

強
大
な
力
を
も
つ
国
労
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
大
平
報
告
書
の
著
者
た

ち
の
意
図
が
ど
の
く
ら
い
中
曽
根
の
経
済
政
策
に
直
接
繰
り
越
さ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
︑
日
本
の
学
者
の
あ
い
だ
で
議
論
が
あ
る
が
︑
中
曽
根
の
政
策
の
う
ち
︑

と
り
わ
け
教
育
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
精
神
に
は
︑
ま
ち
が
い
な
く
「
日
本
の

自
殺
」
の
骨
子
が
引
き
継
が
れ
て
い
る（

17
）

︒

　
だ
が
中
曽
根
が
公
共
セ
ク
タ
ー
の
独
占
機
関
と
教
育
に
お
け
る
改
革
を
押
し

進
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
中
曽
根
時
代
も
そ
の
あ
と
も
ず
っ
と
ひ
き
つ
づ
き
︑

民
間
セ
ク
タ
ー
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
楽
観
的
な
評
価
は
変
わ
ら
ず
︑
改

ま
る
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
そ
の
傾
向
を
強
め
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
︒
戦
後
の
経
済

社
会
シ
ス
テ
ム
の
心
臓
部
の
改
革
が
よ
う
や
く
着
実
に
動
き
だ
し
た
の
は
︑
バ

ブ
ル
が
崩
壊
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
と
き
で
さ
え
す
ぐ
に
は
始
ま
ら
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な
か
っ
た
︒「
失
わ
れ
た
日
本
を
救
え
」
ジ
ャ
ン
ル
の
初
期
の
著
作
で
最
も
知

ら
れ
て
い
る
の
は
︑
野
口
悠
紀
夫
の
『
一
九
四
〇
年
体
制
─
︱
さ
ら
ば
戦
時
経

済
─
︱
』（
一
九
九
五
）
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ッ
ツ
の
『
腐
り
ゆ
く
日
本
と
い
う

シ
ス
テ
ム
』（
一
九
九
八
）
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
著
作
が
真
に
攻
撃
し
た
の
は

経
済
・
社
会
の
官
僚
的
経
営
で
あ
り
︑
自
由
市
場
の
運
営
に
対
す
る
法
的
規
制

だ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
大
平
報
告
書
に
お
い
て
︑
日
本
的
経
営
シ
ス
テ
ム
と

定
義
さ
れ
た
も
の
の
価
値
が
ど
の
よ
う
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
か
を
よ
く
検
討
し

た
あ
と
︑
失
わ
れ
た
二
十
年
の
経
済
論
議
の
特
徴
で
あ
る
︑
市
場
原
理
に
適
っ

た
改
革
を
め
ぐ
る
矛
盾
し
た
言
論
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

管
理
さ
れ
た
市
場
か
ら
自
由
な
市
場
へ
？

　
大
平
報
告
書
に
は
「
文
化
の
時
代
の
経
営
運
営
」
と
題
さ
れ
た
︑
と
り
わ
け

興
味
深
い
一
巻
が
あ
る（

18
）

︒
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
特
性
を
細
部
に
わ
た
り
肯

定
的
に
述
べ
た
巻
だ
︒
一
九
五
〇
年
代
︑
六
〇
年
代
に
は
︑
こ
の
シ
ス
テ
ム
は

日
本
の
前
近
代
に
起
源
を
も
ち
︑
進
ん
だ
欧
米
の
シ
ス
テ
ム
に
収
斂
す
る
宿
命

に
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
れ
が
今
や
永
続
的
な
慣
行
と
み

な
さ
れ
︑
も
し
か
す
る
と
他
国
の
モ
デ
ル
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
︒
こ

の
シ
ス
テ
ム
は
長
期
雇
用
と
年
功
序
列
型
賃
金
体
系
を
慣
行
と
し
︑
人
と
人
の

間
柄
を
重
視
す
る
文
化
を
土
台
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
「
地
下
茎
」
の
よ
う
な

構
造
を
も
つ
組
織
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
経
営
組
織
の
よ
う
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の

「
樹
木
」
構
造
と
対
照
的
で
あ
る
︒
こ
の
「
地
下
茎
」
モ
デ
ル
だ
と
︑
す
べ
て

の
当
事
者
が
関
与
す
る
︑
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
意
思
決
定
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た

日
本
的
な
組
織
は
社
員
に
安
心
感
を
与
え
る
が
︑
著
者
ら
の
意
見
で
は
︑
だ
か

ら
と
い
っ
て
効
率
的
な
社
内
競
争
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「
連
帯
と
心
の
平
安
と
い
う
土
台
の
う
え
に
築
か
れ
る
進
歩
へ
の
競
争
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
」
が
あ
る
と
い
う
︒

　
い
っ
ぽ
う
「
市
場
に
お
け
る
競
争
」
に
つ
い
て
︑
報
告
書
は
管
理
さ
れ
た
競

争
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
は
っ
き
り
と
推
奨
し
て
い
る
︒

市
場
に
お
け
る
競
争
と
い
う
面
で
は
︑
日
本
の
競
争
は
︑「
な
か
ま
」
集

団
に
よ
る
競
争
で
あ
る
た
め
︑
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
は

結
果
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
構
わ
な
い
と
い
う
欧
米
型
の
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ

イ
」
で
は
な
く
︑
競
争
が
始
ま
る
前
か
ら
結
果
は
ど
う
な
る
か
︑
最
適
な

分
配
方
法
（「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」）
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
︑
参
加

者
が
「
お
の
お
の
が
そ
の
所
を
得
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
点
に
︑

そ
の
特
徴
が
あ
る（

19
）

︒

　
序
文
は
こ
の
よ
う
な
観
点
を
ざ
っ
と
概
観
し
た
あ
と
︑
た
と
え
ば
新
卒
採
用
︑

労
組
の
協
調
的
ス
タ
ン
ス
︑
金
融
市
場
の
調
整
︑
行
政
指
導
の
慣
行
な
ど
に
つ

い
て
さ
ら
に
詳
し
く
書
き
進
め
る
︒
そ
し
て
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
」
よ
り
も

「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」
の
優
位
と
い
う
観
点
を
く
り
か
え
し
︑
そ
の
典
拠
と
し
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

て
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
を
引
用
す
る（

20
）

︒

　
報
告
書
は
し
か
し
同
時
に
︑
現
行
の
こ
の
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
に
崩
壊
の
兆

し
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
︑「
日
本
の
自
殺
」
と
通
底
す
る
不
安
の

根
拠
と
す
る
が
︑
そ
の
危
機
感
は
さ
ほ
ど
強
く
な
く
︑
あ
ま
り
悲
観
的
な
感
じ

が
し
な
い
︒
か
つ
て
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
自
由
と
繁
栄
が
達
成
さ
れ
た
時
代

に
著
者
ら
が
懸
念
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
は
︑
む
し
ろ
国
の
精
神
状
況
に
つ
い
て

で
あ
る
︒
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
で
表
明
さ
れ
て
き
た
懸
念
と
同
じ
く
︑
著

者
ら
が
恐
れ
る
の
は
︑
新
技
術
︑
安
価
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
︑

ケ
イ
ン
ズ
的
需
要
刺
激
を
行
い
︑
社
会
保
障
制
度
を
整
え
る
こ
と
を
通
じ
た
︑

経
済
成
長
に
よ
り
大
衆
の
福
利
を
促
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
き
た
戦
後
レ

ジ
ー
ム
が
︑
す
べ
て
の
先
進
工
業
諸
国
で
将
来
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で

あ
る
︒「
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
」
を
除
き
︑
技
術
革
新
は
ひ
と
つ
と
し
て
展
望

が
持
て
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
︒
需
要
管
理
と
日
本
式
行
政
指
導
は
イ
ン
フ

レ
下
で
は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
し
︑
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
福
祉
国
家
を
維
持
す

る
の
は
納
税
者
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
︒
社
会
問
題
に
目
を
向
け
れ
ば
︑

新
た
に
登
場
し
た
中
流
階
級
の
「
生
産
中
心
主
義
」
と
「
会
社
中
心
主
義
」
は

男
の
価
値
観
と
し
て
は
肯
定
で
き
る
が
︑
憂
慮
す
べ
き
動
向
を
い
く
つ
か
も
た

ら
し
た
︒
ひ
と
つ
は
「
個
別
化
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
︑
こ
れ
は
必
ず
し
も

個
人
主
義
と
は
い
え
ず
︑
む
し
ろ
娯
楽
や
ゆ
と
り
を
求
め
る
集
団
か
ら
派
生
し

て
き
た
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
れ
と
関
係
し
て
刹
那
的
充
足
と
快
楽
追
求
が
姿
を

現
し
た
︒
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
保
身
性
や
利
己
的
な
ふ
る
ま
い
と
関
係
し
て
お
り
︑

結
果
と
し
て
夫
婦
が
子
ど
も
を
あ
ま
り
作
ら
な
く
な
り
︑
社
会
の
高
齢
化
を
加

速
さ
せ
る
︒
こ
う
し
た
経
済
・
社
会
的
問
題
は
み
な
減
退
す
る
経
済
活
力
︑
政

治
的
統
治
力
の
欠
如
︑
テ
ロ
・
犯
罪
・
青
少
年
非
行
・
自
殺
な
ど
の
社
会
的
無

規
範
が
入
り
混
じ
っ
た
有
害
な
社
会
状
況
︑
す
な
わ
ち
「
先
進
国
病
」
と
呼
ば

れ
た
︒
し
か
し
日
本
に
は
ま
だ
他
か
ら
羨
ま
れ
る
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
結

合
力
が
あ
る
︑
と
報
告
書
は
言
う（

21
）

︒
組
織
内
部
で
も
外
部
の
大
き
な
市
場
で
も
︑

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
日
本
が
先
進
国
病
と
い
っ
て
も
ク
シ
ャ
ミ
程
度
で
︑
風
邪

や
肺
炎
に
か
か
っ
て
い
な
い
の
は
︑
競
争
を
管
理
で
き
て
い
る
点
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
︒

　
一
九
八
〇
年
代
を
つ
う
じ
て
日
本
経
済
が
先
進
ラ
イ
バ
ル
諸
国
や
同
盟
諸
国

に
先
ん
じ
る
状
況
が
つ
づ
く
と
︑
学
界
で
も
政
策
立
案
者
の
あ
い
だ
で
も
︑
日

本
に
関
す
る
言
論
に
ま
す
ま
す
威
勢
の
よ
い
論
調
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き

た
︒
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
︑
報
告
書
の
言
う
欧
米
と
日
本
の
文
化
二

元
論
を
真
似
て
︑
日
本
式
労
働
管
理
を
世
界
の
モ
デ
ル
に
ま
で
持
ち
上
げ
る
論

文
が
︑
学
者
の
あ
い
だ
で
も
一
般
社
会
で
も
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
一
橋
大
学
経
営
学
の
有
名
教
授
︑
伊
丹
敬
之
は
︑「
日
本
文
明
の
企
業
的

側
面
」
と
し
て
「
人
本
主
義
的
企
業
シ
ス
テ
ム
」
と
み
ず
か
ら
名
づ
け
た
も
の

の
優
越
を
説
き
︑「
日
本
の
長
い
繁
栄
を
考
え
る
の
な
ら
︑
い
さ
さ
か
大
げ
さ

で
恥
ず
か
し
い
話
し
だ
が
︑
文
明
を
─
︱
と
く
に
そ
の
企
業
シ
ス
テ
ム
を
─
︱

輸
出
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
考
え
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
述
べ
た（

22
）

︒
著
名
な
評
論
家
の
唐
津
一
は
日
本
式
品
質
管
理
を
称
え
て
こ
う
述
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べ
た
︒「
私
の
念
願
が
あ
る
︒
そ
れ
は
日
本
で
の
（
工
場
経
営
に
関
す
る
─
︱
引

用
者
注
）
実
験
デ
ー
タ
を
詳
細
に
分
析
し
︑
世
界
の
人
々
に
公
開
し
た
い
の
で

あ
る
︒
︙
︙
（
よ
り
根
本
的
に
言
え
ば
日
本
は
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
発
想
の
原
点
の

ひ
と
つ
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
に
嚙
み
つ
く
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
し
な
く
て
は
（
な
ら

な
い（

23
）

）」︒

　
も
ち
ろ
ん
株
式
と
地
価
が
急
落
し
て
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
た
あ
と
経
済
が

失
速
し
︑
と
き
に
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
る
よ
う
な
経
済
状
態
が
何
年
も
つ
づ

く
と
︑
こ
の
日
本
礼
賛
の
陽
気
な
大
合
唱
は
批
判
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
︑
メ

デ
ィ
ア
や
一
部
の
学
者
の
あ
い
だ
で
変
化
を
求
め
る
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
外
国
メ
デ
ィ
ア
で
先
頭
を
切
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

誌
で
あ
る
︒
早
く
も
一
九
九
三
年
に
同
誌
は
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
の
大
手
メ
ー

カ
ー
︑
パ
イ
オ
ニ
ア
が
三
十
五
人
の
ベ
テ
ラ
ン
社
員
を
早
期
退
職
さ
せ
る
決
断

を
し
た
こ
と
を
嬉
々
と
し
て
報
じ
た
︒「
日
本
の
資
本
主
義
を
（
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
）
社
会
主
義
と
混
同
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
︒
︙
︙
（
パ
イ
オ
ニ

ア
の
決
断
は
）
一
九
四
五
年
以
後
の
大
企
業
に
お
け
る
終
身
雇
用
の
伝
統
が
︑

経
済
の
減
速
に
よ
る
圧
力
で
軋
み
は
じ
め
た
兆
し
と
見
ら
れ
て
い
る（

24
）

」︒

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
ア
メ
リ
カ
経
済
が
上
昇
機
運
に
乗
る
と
︑
ア
メ
リ
カ
を

中
心
に
据
え
て
労
使
関
係
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
集
約
管
理
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ

て
︑
ア
メ
リ
カ
式
企
業
統
治
が
新
し
い
モ
デ
ル
と
し
て
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
型
の
経
営
は
株
主
投
資
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
を
最
優
先
す

る
こ
と
が
万
人
に
と
っ
て
最
善
の
結
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
の
で
「
株
主
資

本
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
︑
日
本
企
業
は
社
員
や
経
営
者
の
利
益
を
出
資
者

の
利
益
と
同
等
に
置
く
「
利
害
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）」
資
本
主
義
と

し
て
批
判
さ
れ
た（

25
）

︒

　
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
を
つ
う
じ
て
︑
一
般
社
会
で
も
企
業
リ
ー
ダ
ー
や
エ

リ
ー
ト
官
僚
の
あ
い
だ
で
も
︑
大
平
報
告
書
で
了
解
さ
れ
た
考
え
方
や
制
度
が

世
界
の
経
済
大
国
と
し
て
の
戦
後
日
本
の
興
隆
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
に
︑

人
々
は
魅
力
を
感
じ
つ
づ
け
て
き
た
︒
た
し
か
に
こ
の
年
月
︑「
日
本
株
式
会

社
」
の
職
場
に
は
多
く
の
重
要
な
変
化
が
起
き
た
︒
少
な
く
と
も
一
九
八
〇
年

代
か
ら
企
業
が
す
で
に
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
が
︑
低
賃
金
諸
国
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
世
界
的
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
︑
国
内
雇
用
は
大
幅
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て

き
た
︒
ま
た
︑
パ
ー
ト
タ
イ
ム
︑
派
遣
社
員
︑
契
約
社
員
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
非
正
規
社
員
の
雇
用
が
増
え
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
変

化
が
じ
つ
は
非
常
に
広
範
に
及
ん
で
い
た
た
め
な
の
だ
ろ
う
︒
日
本
で
は
改
革

が
求
め
つ
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
多
く
の
人
が
そ
れ
に
対
す
る
警
戒
の
必
要
性

を
口
に
し
た
︒

　
そ
の
一
例
と
し
て
︑
日
本
有
数
の
経
営
者
団
体
で
あ
る
日
経
連
が
労
働
問
題

に
つ
い
て
一
九
九
六
年
に
出
し
た
提
言
を
考
え
て
み
よ
う
︒
こ
れ
は
「
ブ
ル
ー

バ
ー
ド
プ
ラ
ン
」
と
呼
ば
れ
︑
規
制
緩
和
さ
れ
て
企
業
が
市
場
の
動
き
に
も
っ

と
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
未
来
に
つ
い
て
︑
ほ
ぼ
経
営
者
的
視
野
か

ら
見
た
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
︒
日
経
連
は
「
構
造
的
な
」
改
革
を
求
め
︑
と
く
に

産
業
イ
ン
フ
ラ
の
コ
ス
ト
を
上
げ
る
と
言
わ
れ
る
公
益
事
業
（
電
気
︑
ガ
ス
︑
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

上
下
水
道
）︑
流
通
︑
交
通
の
規
制
を
終
わ
ら
せ
る
よ
う
求
め
た
︒
だ
が
日
経

連
は
や
が
て
強
い
警
戒
心
を
抱
き
︑
改
革
要
求
を
し
な
く
な
っ
た
︒「
市
場
経

済
・
資
本
主
義
は
自
由
競
争
原
理
を
通
じ
て
産
業
の
興
隆
︑
国
民
生
活
水
準
の

向
上
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
︑
一
方
で
影
の
部
分
と
も
い
う
べ
き
低
成
長
︑
高

失
業
︑
所
得
格
差
︑
バ
ブ
ル
の
発
生
︑
行
き
過
ぎ
た
投
機
な
ど
の
弊
害
を
生
ん

で
い
る
︒
要
す
る
に
︑
市
場
経
済
・
資
本
主
義
が
内
包
す
る
様
々
な
危
機
・
問

題
に
対
し
適
切
な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
︑
い
わ
ば
リ
ス
ク
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム

が
必
要
に
な
る
︒
経
営
者
自
ら
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
と
共
に
︑
社
会
の

中
に
市
民
・
個
人
を
中
心
に
し
た
新
た
な
シ
ビ
リ
ア
ン
パ
ワ
ー
を
育
成
す
る
土

壌
も
必
要
に
な
る（

26
）

」︒
こ
こ
に
は
大
平
報
告
書
の
称
賛
す
る
管
理
さ
れ
た
競
争

が
は
っ
き
り
く
り
か
え
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
日
経
連
の
い
う
英
米
資
本
主
義
の

行
き
過
ぎ
や
社
会
民
主
主
義
的
シ
ス
テ
ム
の
硬
直
性
を
避
け
る
た
め
と
し
て
明

確
に
提
言
さ
れ
た
「
第
三
の
道
」
も
︑
報
告
書
と
類
似
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
日

経
連
は
国
家
に
と
い
う
よ
り
経
営
者
側
に
︑
市
場
の
行
き
過
ぎ
を
抑
え
る
よ
う

求
め
て
い
る
︒
だ
が
同
時
に
︑
市
民
一
般
に
よ
る
新
し
い
シ
ビ
リ
ア
ン
パ
ワ
ー

に
も
そ
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
呼
び
か
け
︑
労
組
に
は
︑
企
業
を
助
け
る
の
に

必
要
な
協
調
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
︑
労
働
者
の
雇
用
や
配
置
お
よ
び
賃
金
設

定
を
「
合
理
的
な
」
方
法
で
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
い
っ
そ
う
柔
軟
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
求
め
て
い
る
︒
労
組
団
体
で
あ
る
連
合
も
同
じ
よ
う
な
考
え
だ
っ

た
︒
一
九
九
七
年
の
連
合
総
書
記
は
元
新
日
鉄
労
組
書
記
長
の
鷲
尾
悦
司
だ
っ

た
︒
一
九
九
七
年
四
月
︑
鷲
尾
は
「
民
間
セ
ク
タ
ー
改
革
─
︱
企
業
の
未
来
─
︱
」

と
題
す
る
新
聞
の
一
面
記
事
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
こ
う
答
え
て
い
る
︒「
ど
の

企
業
も
大
競
争
時
代
と
声
高
に
叫
び
︑
危
機
感
を
あ
お
り
︑
雇
用
を
奪
お
う
と

し
て
い
る
︒
安
易
な
人
減
ら
し
は
生
産
性
ま
で
低
め
る（

27
）

」︒
経
営
側
や
労
組
エ

リ
ー
ト
の
改
革
慎
重
派
に
よ
る
こ
う
し
た
声
は
多
く
の
人
々
の
意
見
を
代
弁
し

て
い
た
︒
あ
ま
り
に
も
単
純
に
ア
メ
リ
カ
モ
デ
ル
を
追
求
す
る
こ
と
に
疑
義
を

唱
え
る
メ
デ
ィ
ア
の
コ
メ
ン
ト
も
︑
慎
重
派
の
追
い
風
に
な
っ
た（

28
）

︒

　
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
な
っ
て
︑
メ
デ
ィ
ア
言
論
︑
政
党
政
治
︑
国
家
政
策

に
お
け
る
こ
う
し
た
警
戒
感
は
流
れ
を
変
え
た
︒
二
〇
〇
三
年
︑『
日
本
経
済

新
聞
』
が
「
日
本
病
」（
か
な
り
以
前
に
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
停
滞
と
流
動
性
に
乏
し

い
労
働
力
が
「
イ
ギ
リ
ス
病
」
と
呼
ば
れ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
か
ら
の
造
語
）
に
つ

い
て
鮮
明
な
立
場
を
と
る
連
載
を
始
め
た
︒『
日
本
経
済
新
聞
』
の
記
事
は
︑

会
社
経
営
に
必
要
と
さ
れ
る
改
革
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
︑
日
本
の
ビ

ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
を
非
難
し
た（

29
）

︒
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
二
〇
〇
一
年
四
月
に
政
権

を
と
っ
て
（
二
〇
〇
六
年
九
月
ま
で
）
五
年
以
上
首
相
を
つ
と
め
た
小
泉
純
一

郎
政
権
に
よ
る
大
胆
な
自
由
市
場
改
革
の
精
神
を
反
映
︑
支
持
す
る
も
の
で
あ

る
︒

　
小
泉
は
か
つ
て
な
い
勢
い
で
規
制
緩
和
と
民
営
化
政
策
を
進
め
た
︒
彼
が
最

も
大
胆
に
進
め
た
改
革
は
︑
郵
政
民
営
化
︑
と
り
わ
け
郵
便
貯
金
と
簡
易
保
険

の
巨
大
シ
ス
テ
ム
の
民
営
化
に
よ
る
金
融
市
場
の
い
っ
そ
う
の
規
制
緩
和
だ
っ

た
︒
小
泉
の
側
近
の
な
か
で
も
重
要
な
人
物
は
︑
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
で
経
済
財
政

政
策
担
当
大
臣
で
あ
っ
た
竹
中
平
蔵
だ
が
︑
首
相
と
そ
の
盟
友
は
︑
特
殊
利
権
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か
ら
の
要
請
で
は
な
く
︑
市
場
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
資
産
を
最
も
生
産
性
の

高
い
セ
ク
タ
ー
や
企
業
に
確
実
に
投
資
す
る
た
め
に
は
︑
こ
れ
こ
そ
が
唯
一
の

手
段
だ
と
主
張
し
た
︒
彼
ら
は
こ
の
改
革
を
日
本
の
経
済
回
復
と
長
期
繁
栄
の

鍵
だ
と
声
高
に
唱
え
︑
事
実
上
︑
郵
政
民
営
化
に
対
す
る
国
民
投
票
と
も
言
え

る
二
〇
〇
五
年
の
衆
議
院
選
挙
の
地
滑
り
的
勝
利
に
よ
っ
て
︑
小
泉
は
自
民
党

内
の
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
を
含
め
︑
反
改
革
感
情
に
確
実
な
勝
利
を
お
さ
め
た
か

に
見
え
た
︒

　
小
泉
は
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
に
も
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
︒

二
〇
〇
三
年
︑
小
泉
内
閣
は
期
限
付
き
契
約
労
働
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
る
改
正

労
働
基
準
法
を
承
認
さ
せ
る
の
に
成
功
し（

30
）

︑
二
〇
〇
四
年
に
は
労
組
お
よ
び
野

党
と
の
二
年
に
わ
た
る
交
渉
の
す
え
︑
新
し
い
派
遣
労
働
法
の
制
定
に
も
ち
こ

ん
だ
︒
派
遣
会
社
が
そ
れ
ま
で
少
数
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
限
定
さ
れ
て
い
た
派

遣
労
働
者
を
ど
の
職
種
に
も
派
遣
で
き
る
よ
う
に
す
る
法
律
で
あ
る
︒

　
首
相
在
任
中
の
小
泉
が
ず
っ
と
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
唱
え
て
い
た
の
は

「
聖
域
な
き
構
造
改
革
」
だ
っ
た
︒
竹
中
ら
小
泉
の
顧
問
も
み
な
同
じ
よ
う
に
︑

新
自
由
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
改
革
を
正
当
化
し
た
が
︑
そ
の
理
屈
は
戦
後
の

日
本
で
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
強
引
だ
っ
た
︒
た
と
え
ば
竹
中
は
︑

貧
困
層
を
支
え
る
政
策
は
必
要
だ
が
︑
金
持
ち
が
も
っ
と
金
持
ち
に
な
れ
ば
︑

そ
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
よ
い
と
し
て
︑
拡
大
し
て
い
く
経
済
格
差
へ
の
懸
念
を
退

け
た
─
︱
「
が
ん
ば
っ
て
リ
ス
ク
を
と
っ
て
︑
ど
ん
ど
ん
稼
い
で
︑
た
く
さ
ん

納
税
し
て
く
れ
る
人
は
増
え
た
ほ
う
が
い
い（

31
）

」︒
竹
中
に
と
っ
て
︑
非
正
規
労

働
者
が
増
え
れ
ば
購
買
力
が
落
ち
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
︑
気
に
な
ら
な
い

よ
う
だ
っ
た
︒
似
た
よ
う
な
発
想
は
︑
小
泉
に
近
し
い
顧
問
で
あ
り
︑
三
十
年

前
に
「
日
本
の
自
殺
」
を
書
い
た
「
グ
ル
ー
プ
一
九
八
四
」
の
創
立
会
員
の
一

人
で
も
あ
る
牛
尾
治
朗
に
も
見
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
非
正
規
労
働
の
増
大
の
よ

う
な
規
制
緩
和
の
否
定
的
側
面
に
つ
い
て
新
聞
記
者
に
聞
か
れ
て
︑
牛
尾
は
規

制
緩
和
が
達
成
に
ほ
ど
遠
く
︑
小
泉
の
在
任
中
に
進
ん
だ
の
は
必
要
な
改
革
の

二
割
ほ
ど
し
か
な
い
と
答
え
た（

32
）

︒
小
泉
改
革
の
も
う
一
人
の
盟
友
で
オ
リ
ッ
ク

ス
会
長
の
宮
内
義
彦
は
︑
公
共
支
出
で
経
済
を
支
え
る
ケ
イ
ン
ズ
的
政
策
か
ら
︑

市
場
経
済
の
範
囲
を
広
げ
る
構
造
的
改
革
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
称
賛
し
た
︒
宮

内
に
と
っ
て
は
成
長
こ
そ
が
ゴ
ー
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
せ
い
で
不
平

等
が
拡
大
す
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
致
し
か
た
な
い
の
で
あ
る（

33
）

︒

　
だ
が
こ
う
し
た
論
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
大
平
報
告
書
の
唱
え
た
フ
ェ
ア
・

プ
レ
イ
よ
り
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
と
い
う
倫
理
観
は
︑
小
泉
政
権
下
の
市
場
改
革

の
絶
頂
期
に
あ
っ
て
す
ら
︑
明
ら
か
に
人
々
の
心
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
つ
づ

け
て
き
た
︒
政
府
が
二
〇
〇
一
年
に
出
し
た
新
し
い
労
働
基
準
法
の
原
案
で
は
︑

冒
頭
に
「
雇
用
主
に
は
被
雇
用
者
を
解
雇
す
る
権
利
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
︑
そ

の
あ
と
に
︑
そ
の
よ
う
な
解
雇
に
は
「
合
理
的
な
」
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
但
し
書
き
が
つ
い
て
い
た
︒
労
組
︑
弁
護
士
会
︑
野
党
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の

冒
頭
の
一
節
に
猛
然
と
抗
議
し
た
︒
こ
れ
ま
で
法
文
化
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑

数
十
年
に
わ
た
り
判
例
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
「
解
雇
権
濫
用
」
の
法

理
が
弱
体
化
さ
れ
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
︒
結
局
︑
改
正
労
働
基
準
法
は



高度成長から「失われた二十年」へ
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

二
〇
〇
三
年
に
通
過
し
た
が
︑
そ
れ
は
契
約
労
働
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
で
や

や
緩
和
の
方
向
に
進
ん
だ
反
面
︑
第
一
原
案
の
解
雇
権
を
認
め
る
部
分
を
削
除

す
る
と
と
も
に
︑
解
雇
は
「
合
理
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑「
解
雇
権
濫
用
」

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
︑
史
上
初
め
て
条
文
と
し
て
書
き
こ
ん
だ
︒
新

法
の
条
文
（
第
十
八
条
の
二
）
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
︒「
解
雇
は
︑
客
観
的

に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
︑
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

は
︑
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
︑
無
効
と
す
る（

34
）

」︒
さ
ら
に
雇
用
機

会
均
等
法
へ
の
修
正
で
は
︑
性
差
に
も
と
づ
く
直
接
・
間
接
の
解
雇
に
対
す
る

女
性
の
保
護
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
︒
新
し
い
公
益
通
報
者
保
護
法
（
二
〇
〇
四
）

は
内
部
告
発
を
理
由
と
す
る
解
雇
を
禁
じ
︑
改
正
育
児
介
護
休
業
法

（
二
〇
〇
四
）
は
育
児
休
暇
や
介
護
休
暇
を
と
っ
た
社
員
の
解
雇
を
禁
じ
て
い

る（
35
）

︒
　
こ
こ
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
︑
有
力
な
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
︑
解

雇
権
を
肯
定
す
る
姿
勢
を
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
改
正
法
の
論

議
が
始
ま
る
と
︑
日
経
連
会
長
の
奥
田
碩
（
の
ち
に
経
団
連
と
日
経
連
が
統
合
さ

れ
て
で
き
た
日
本
経
済
団
体
連
合
会
の
初
代
会
長
）
は
二
〇
〇
一
年
に
こ
う
明
言

し
て
い
る
︒

私
は
こ
れ
︹
解
雇
規
制
の
緩
和
─
︱
引
用
者
注
︺
を
最
も
や
っ
て
は
い
け
な

い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
は
最
も
警
戒
す
べ
き
便
乗
解
雇
を
容

易
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
︑
何
よ
り
︑
経
営
者
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー

ド
に
直
結
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す（

36
）

︒

　
奥
田
は
二
〇
〇
三
年
の
経
団
連
の
年
頭
挨
拶
で
︑
企
業
経
営
者
ら
に
節
度
あ

る
行
動
を
求
め
る
暗
黙
の
呼
び
か
け
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
︒
こ
の
提
言
は

「
民
主
導
・
自
律
型
の
日
本
独
自
の
成
長
モ
デ
ル
」
を
提
起
し
て
お
り
︑「
奥
田

ビ
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
細
部
の
記
述
が
薄
い
の
で
︑
奥
田
と

経
団
連
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
企
業
の
自
制
の
必
要
を
感
じ
た
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
こ
の
演
説
は
物
質
的
利
益
へ
の
あ
く
な
き
欲
望
を
特
徴

と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
︑
企
業
と
個
人
の
自
制
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
点
で
︑
大
平
研
究
会
お
よ
び
そ
の
前
の
「
日
本
の
自
殺
」
に
関
す
る
論
文
に

流
れ
る
倫
理
観
を
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る（

37
）

︒

　
小
泉
政
権
の
こ
ろ
で
さ
え
も
︑
新
自
由
主
義
的
改
革
に
対
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
態
度
は
両
価
的
で
あ
り
つ
づ
け
︑
と
き
に
は
真
っ
二
つ
に
割

れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
︒
二
〇
〇
五
年
に
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ジ
ャ
コ
ビ
ー
が
書

い
て
い
る
が
︑
労
働
者
側
リ
ー
ダ
ー
だ
け
で
な
く
企
業
重
役
や
学
者
ま
で
か
な

り
多
く
の
人
が
「
現
行
の
企
業
実
践
の
維
持
あ
る
い
は
漸
増
的
改
革
」
を
強
く

求
め
て
い
た
と
い
う
︒
あ
ま
り
劇
的
に
ア
メ
リ
カ
的
慣
行
へ
転
換
す
る
の
は

「
顧
客
／
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
関
係
︑
製
品
の
品
質
︑
各
企
業
固
有
の
人
的
資

本
形
成
︑
実
行
速
度
に
お
け
る
日
本
の
組
織
の
相
対
的
優
位
を
損
な
う
」
の
で

は
な
い
か
と
い
う
主
張
だ（

38
）

︒

　
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
︑
ポ
ス
ト
小
泉
時
代
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
こ
ろ
に
な
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る
と
︑
改
革
へ
の
抵
抗
が
し
だ
い
に
強
く
な
っ
て
い
く
︒
そ
の
矛
先
は
と
く
に

最
近
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
派
遣
労
働
─
︱
そ
れ
に
該
当
す
る
労
働
者
は
︑
全
非

正
規
労
働
者
の
う
ち
わ
ず
か
な
数
で
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
─
︱
に

向
け
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
の
だ
が
︑
い
わ
ゆ
る
「
失

わ
れ
た
二
十
年
」
と
い
う
の
は
︑
そ
の
間
︑
常
に
経
済
が
衰
退
し
つ
づ
け
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
し
︑
ま
し
て
や
日
本
企
業
が
絶
え
ず
損
失
を
出
し
つ
づ
け

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
二
〇
〇
六
年
春
ま
で
の
四
年
間
に
経
済
は
ゆ
っ
く
り

で
は
あ
る
が
着
実
に
成
長
し
て
お
り
︑
企
業
の
利
益
増
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
恩
恵
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
︑
既
得

権
益
層
の
あ
い
だ
に
す
ら
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
日
本
第
二
の
経

営
者
団
体
で
あ
る
経
済
同
友
会
の
元
専
務
理
事
︑
品
川
正
治
は
「
小
泉
改
革
は

資
本
家
の
た
め
の
改
革
だ
っ
た
と
反
発
が
出
か
ね
な
い
状
況
だ
」
と
先
見
性
の

あ
る
発
言
を
し
て
い
る（

39
）

︒

　
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
年
半
が
た
ち
︑
品
川
の
予
見
は
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証

明
さ
れ
た
︒
自
民
党
内
部
の
有
力
者
た
ち
が
さ
ら
な
る
規
制
緩
和
︑
具
体
的
に

は
派
遣
労
働
者
の
派
遣
期
間
を
三
年
ま
で
と
す
る
規
定
の
撤
廃
を
求
め
る
提
案

を
拒
絶
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
厚
生
労
働
大
臣
の
柳
沢
伯
夫
は
記
者
会
見
で
こ
う

述
べ
た
︒「
派
遣
労
働
者
の
な
か
に
は
正
社
員
に
な
り
た
い
人
も
い
る
︒
だ
か

ら
そ
う
い
う
人
た
ち
が
派
遣
の
地
位
か
ら
動
け
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
︑
期
限

を
設
け
る
こ
と
が
必
要
だ
」︒
こ
の
抵
抗
は
ど
う
や
ら
短
期
間
し
か
大
臣
を
や

ら
な
い
政
治
家
よ
り
も
︑
厚
生
労
働
問
題
担
当
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
か
ら
出
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
︒
あ
る
匿
名
の
厚
労
省
官
僚
は
自
由
市
場
改
革
に
つ
い
て
「
戸

惑
い
を
隠
さ
」
ず
に
︑
こ
う
こ
ぼ
し
た
︒「
直
接
雇
用
を
促
す
と
い
う
制
度
の

根
幹
を
ひ
っ
く
り
返
し
︑
厚
み
の
あ
る
正
社
員
層
を
切
り
崩
そ
う
と
い
う
の
か
︒

二
十
代
の
フ
リ
ー
タ
ー
の
八
十
五
％
は
正
社
員
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
の
に（

40
）

」︒

　
柳
沢
大
臣
の
前
任
者
︑
川
崎
二
郎
は
二
週
間
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
︑
自
分

や
自
民
党
議
員
の
一
部
は
︑
経
済
回
復
の
恩
恵
が
多
く
の
国
民
︑
と
く
に
中
小

企
業
や
大
企
業
下
請
け
企
業
の
人
々
に
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
︑

と
述
べ
た
︒
非
正
規
労
働
者
に
は
ボ
ー
ナ
ス
も
退
職
金
も
な
く
︑
最
低
賃
金
が

低
す
ぎ
る
︒
日
本
は
「
最
低
水
準
の
最
低
賃
金
の
国
」
に
な
る
だ
ろ
う
︒
な
り

た
く
て
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
非
正
規
労
働
者
を
正
社
員
に
す
る
政
策
が
必

要
だ
︑
な
ど
と
も
述
べ
て
い
る（

41
）

︒

　
柳
沢
大
臣
は
市
場
親
和
性
の
高
い
い
く
つ
か
の
改
革
︑
た
と
え
ば
企
業
の
残

業
代
支
払
い
を
免
除
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
（
比
較
的

高
収
入
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
に
対
す
る
企
業
の
残
業
代
支
払
い
免
除
）
の
よ

う
な
改
革
に
は
賛
成
だ
っ
た
が
︑
派
遣
労
働
の
さ
ら
な
る
規
制
緩
和
に
は
反
対

を
貫
い
た
︒
第
一
次
安
倍
内
閣
の
も
と
二
〇
〇
六
年
秋
か
ら
二
〇
〇
七
年
冬
ま

で
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
と
経
団
連
の
あ
い
だ
に
激
し
い
議
論
が

つ
づ
き
︑
最
後
は
厚
労
省
と
そ
の
同
盟
者
で
あ
る
自
民
党
内
の
改
革
慎
重
派
が

勝
利
し
た
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
は
︑
民
主
党
が
多
数
を
占
め
る
参
議
院
の
強
い

抵
抗
に
よ
っ
て
︑
改
革
は
い
ず
れ
に
せ
よ
実
ら
な
い
と
踏
ん
だ
か
ら
だ
︒
し
か

し
︑
そ
の
た
め
に
自
民
党
そ
の
も
の
が
分
断
さ
れ
た
︒
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こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
二
〇
〇
八
年
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
発
世
界
金
融
危

機
に
よ
り
︑
ア
メ
リ
カ
式
自
由
市
場
改
革
の
大
義
は
ま
す
ま
す
評
判
を
落
と
し
︑

長
期
雇
用
と
い
う
既
存
の
慣
行
を
支
持
す
る
人
々
の
勢
い
に
弾
み
が
つ
い
た
︒

二
〇
〇
八
年
六
月
︑
新
任
の
福
田
康
夫
首
相
に
推
さ
れ
て
新
し
く
厚
生
労
働
大

臣
に
就
任
し
た
舛
添
要
一
は
「
正
規
雇
用
が
標
準
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し

た
︒
そ
の
こ
ろ
東
京
秋
葉
原
で
凶
暴
な
通
り
魔
事
件
を
起
こ
し
た
犯
人
が
元
・

派
遣
労
働
者
だ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
の
ス
タ
ン
ス
を
と
ら
せ
た
一
因
だ
っ
た（

42
）

︒
し

か
し
雇
用
の
不
安
と
非
正
規
労
働
者
の
未
来
展
望
へ
の
懸
念
は
広
ま
り
︑
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
混
乱
の
な
か
に
失
職
し
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
派
遣
労

働
者
に
無
数
の
人
々
か
ら
大
き
な
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た（

43
）

︒

　
新
自
由
主
義
的
改
革
へ
の
賛
否
を
め
ぐ
る
保
守
エ
リ
ー
ト
内
の
こ
の
対
立
は
︑

世
界
金
融
危
機
の
前
後
に
二
つ
の
政
府
機
関
か
ら
発
表
さ
れ
た
二
つ
の
「
白

書
」
の
あ
い
だ
の
不
一
致
に
も
見
て
と
れ
る
︒
内
閣
府
が
二
〇
〇
八
年
に
発
表

し
た
『
経
済
財
政
白
書
』
は
（
同
年
に
起
き
た
金
融
危
機
以
前
に
書
か
れ
た
も
の

で
）︑
相
変
わ
ら
ず
改
革
を
喧
伝
し
つ
づ
け
︑
い
わ
ゆ
る
「
市
場
型
企
業
」
と

比
べ
て
「
伝
統
的
日
本
型
企
業
」
の
硬
直
性
を
嘆
い
た
︒
後
者
は
た
っ
た
一
つ

の
「
メ
イ
ン
バ
ン
ク
」
に
依
存
し
︑「
伝
統
的
」
な
長
期
雇
用
を
つ
づ
け
る
企

業
と
定
義
さ
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
企
業
は
必
要
な
リ
ス
ク
を
と
り
た
が
ら
な
い
︒

白
書
は
身
分
の
長
期
安
定
に
よ
っ
て
社
員
が
失
敗
を
恐
れ
ず
に
リ
ス
ク
を
と
る

よ
う
に
な
る
メ
リ
ッ
ト
は
認
め
つ
つ
も
︑
会
社
が
存
続
す
れ
ば
年
金
や
未
来
の

昇
給
が
保
証
さ
れ
る
た
め
︑
現
状
を
壊
す
リ
ス
ク
を
と
ら
な
い
と
い
う
事
実
の

ほ
う
が
︑
こ
の
潜
在
的
恩
恵
に
勝
る
と
主
張
す
る
︒
そ
の
う
え
「
伝
統
型
」
企

業
で
は
︑
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
成
果
に
も
と
づ
く
給
与
体
系
の
導
入
が
遅
れ
︑

将
来
の
リ
タ
ー
ン
や
生
産
性
を
高
め
る
た
め
の
リ
ス
ク
を
お
そ
れ
さ
せ
な
い
こ

と
に
失
敗
し
た（

44
）

︒

　
こ
れ
と
ま
っ
た
く
対
照
的
に
︑
厚
生
労
働
省
が
出
し
た
二
〇
〇
八
年
度
『
労

働
経
済
白
書
』
は
︑
高
度
成
長
期
の
花
形
だ
っ
た
中
核
企
業
を
強
く
擁
護
す
る
︒

こ
の
白
書
も
や
は
り
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
前
に
発
表
さ
れ
た
が
︑
こ
ち
ら
は

高
付
加
価
値
の
職
場
に
お
け
る
雇
用
が
伸
び
ず
︑
不
安
定
な
非
正
規
雇
用
が
増

え
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
中
高
年
の
正
規
労
働
者
に
対
す
る

業
務
場
面
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
多
く
持
ち
込
ま
れ
た
た
め
に
︑
社
員
間
の
格

差
が
増
し
た
こ
と
で
︑
士
気
が
落
ち
て
い
る
︒
賃
金
慣
行
の
見
直
し
が
必
要

だ
っ
た
︒
新
卒
採
用
正
社
員
︑
業
務
の
実
地
習
得
︑
昇
進
制
度
な
ど
︑
定
評
の

あ
る
日
本
の
長
期
雇
用
が
戻
っ
て
き
た
と
白
書
は
言
う
︒
一
九
九
〇
年
代
︑

二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
「
日
本
型
雇
用
慣
行
」
は
︑
こ
こ

数
年
間
の
景
気
回
復
と
と
も
に
注
目
度
が
増
し
て
い
る
︒
政
策
が
目
標
と
す
べ

き
は
︑
労
働
者
に
も
多
く
の
経
営
者
に
も
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
う
し
た
慣
行
を

支
え
る
こ
と
で
あ
る（

45
）

︒

　
翌
年
︑
金
融
危
機
の
直
後
に
出
さ
れ
た
『
労
働
経
済
白
書
』
は
︑
伝
統
的
な

制
度
や
慣
行
を
さ
ら
に
強
く
擁
護
す
る
︒

厳
し
い
経
済
収
縮
の
中
に
あ
っ
て
も
︑
政
労
使
の
一
体
的
な
取
り
組
み
の
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も
と
に
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
を
守
り
︑
そ
の
上
に
︑
新
し
い
日
本

型
雇
用
の
姿
を
展
望
し
て
い
く
こ
と
が
︑
今
後
の
経
済
成
長
と
社
会
の
持

続
的
な
発
展
に
と
っ
て
︑
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す（

46
）

︒

　
舛
添
大
臣
（
現
・
東
京
都
知
事
）
の
名
で
発
表
さ
れ
た
こ
の
日
本
型
雇
用
慣

行
を
守
れ
と
い
う
進
軍
ラ
ッ
パ
は
︑
そ
の
「
新
し
い
姿
」
を
つ
く
る
た
め
に
何

を
追
加
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
の

柔
軟
性
を
加
え
る
こ
と
だ
と
推
測
で
き
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
全
体
の
論

調
は
改
革
と
は
ほ
ど
遠
い
︒
厳
し
い
経
済
危
機
の
渦
中
で
少
な
く
と
も
厚
労
省

が
主
眼
を
置
い
た
の
は
︑
既
存
の
制
度
を
変
革
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
補
強
す
る

こ
と
だ
っ
た
︒

　
第
二
次
安
倍
政
権
の
経
済
に
対
す
る
考
え
方
と
政
策
は
︑
現
状
の
ま
ま
を
希

望
し
︑
そ
れ
を
守
る
こ
と
と
︑
自
由
市
場
改
革
を
求
め
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
を

と
り
も
つ
折
衝
役
を
と
こ
と
ん
演
じ
つ
づ
け
る
こ
と
だ
っ
た
︒
政
府
は
一
方
で

勤
続
三
年
た
っ
た
派
遣
労
働
者
の
正
社
員
化
を
企
業
側
に
義
務
づ
け
る
条
項
を

削
除
す
る
こ
と
で
派
遣
労
働
者
法
の
改
正
を
果
た
す
と
同
時
に
︑
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
を
推
進
し
つ
づ
け
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
二
〇
一
四

年
十
二
月
の
衆
議
院
選
挙
に
お
い
て
安
倍
政
権
が
成
果
の
目
玉
と
し
て
喧
伝
し

た
の
は
︑
大
卒
の
正
規
雇
用
内
定
率
の
上
昇
だ
っ
た
︒
ま
た
安
倍
首
相
は

二
〇
一
五
年
春
に
も
前
年
同
様
︑
労
組
と
と
も
に
︑
企
業
経
営
者
に
春
闘
で
の

賃
上
げ
を
要
求
し
て
︑
か
つ
て
な
い
圧
力
を
か
け
た
︒
ま
さ
に
労
使
の
コ
ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
国
家
を
介
入
さ
せ
る
経
済
管
理
の
協
調
主
義
的
モ
デ
ル
が
︑

持
続
ど
こ
ろ
か
い
よ
い
よ
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
実
例
で
あ
る
︒

　
だ
が
︑
行
政
指
導
の
絶
頂
期
の
よ
う
な
経
営
管
理
ス
タ
イ
ル
が
健
在
の
ま
ま

生
き
残
っ
た
こ
と
を
最
も
顕
著
に
示
す
の
は
︑
お
そ
ら
く
二
〇
一
五
年
春
︑

十
四
の
産
業
を
対
象
に
大
手
親
会
社
と
中
小
下
請
け
企
業
間
の
改
訂
「
取
引
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
に
あ
た
っ
て
︑
首
相
と
経
済
産
業
省
の
果
た
し
た
役
割

だ
ろ
う
︒
こ
の
改
正
は
約
五
百
の
大
手
企
業
へ
の
「
集
中
現
地
視
察
」
で
周
知

さ
れ
た
︒
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
標
は
︑
円
の
急
落
で
起
き
た
輸
入
原
料
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
価
格
高
騰
に
よ
る
コ
ス
ト
高
を
︑
大
手
企
業
が
立
場
の
弱
い
中
小

下
請
け
企
業
に
ま
わ
す
の
で
は
な
く
︑
両
者
で
負
担
し
合
う
よ
う
大
手
企
業
に

圧
力
を
か
け
る
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
れ
は
将
来
的
に
中
小
企
業
社
員
の
賃
上
げ
を

可
能
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
賃
金
上
昇
と
消
費
上
昇

の
好
循
環
を
強
化
し
︑
生
産
と
生
産
性
の
向
上
に
還
元
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒

こ
れ
こ
そ
大
衆
中
流
社
会
と
し
て
の
日
本
に
と
っ
て
︑
そ
の
政
治
経
済
の
核
心

部
と
な
る
べ
き
循
環
だ
っ
た（

47
）

︒

　

男
が
一
家
の
稼
ぎ
手
、
女
は
良
妻
賢
母
で
あ
る
社
会
の
先
に
は
何
が
？

　
大
平
報
告
書
は
︑
か
な
り
限
定
的
と
は
い
え
︑
女
性
が
こ
れ
ま
で
果
た
し
て

き
た
社
会
経
済
的
役
割
︑
ま
た
将
来
果
た
し
た
い
と
考
え
る
（
ま
た
︑
そ
う
あ

る
べ
き
）
役
割
に
つ
い
て
若
干
の
目
配
り
を
し
て
い
る
︒
こ
の
テ
ー
マ
は
「
文
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化
の
時
代
」
の
経
営
管
理
の
巻
で
軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
︑「
家
庭
基
盤

の
充
実
」
と
い
う
巻
で
は
も
っ
と
直
接
に
議
論
さ
れ
て
い
る（

48
）

︒
著
者
ら
は
︑
男

は
仕
事
・
女
は
家
庭
と
い
う
役
割
分
担
の
持
つ
困
難
や
︑
そ
う
し
た
困
難
を
支

え
る
世
界
観
︑
女
性
の
と
り
得
る
選
択
肢
の
幅
を
広
げ
る
必
要
性
に
つ
い
て
気

が
付
い
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
︑
こ
う
し
た
役
割
分
担
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る

伝
統
的
近
代
に
ま
さ
に
束
縛
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
︒

　
大
平
報
告
書
の
家
庭
を
め
ぐ
る
議
論
は
一
九
八
〇
年
の
時
点
で
す
で
に
︑
日

本
社
会
が
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
間
持
ち
越
し
た
ま
ま
︑
今
も
直
面
し
て
い
る
と

理
解
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
関
連
し
た
課
題
︑
す
な
わ
ち
「
人
口
の
高
齢
化
」
と

「
出
生
率
の
低
下
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
報
告
書
は
︑
の
ち
に

重
要
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
介
護
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ず
︑
む
し
ろ
女
性

が
中
高
年
に
な
っ
た
と
き
い
か
に
充
実
し
た
人
生
を
送
る
か
に
つ
い
て
提
言
し

て
い
る
︒
女
性
の
寿
命
が
延
び
て
子
育
て
後
の
人
生
が
何
十
年
も
残
さ
れ
て
い

る
た
め
︑
そ
れ
を
趣
味
や
仕
事
で
埋
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
定
年
後

の
男
性
が
い
か
に
充
実
し
た
人
生
を
送
る
か
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
い
）︒
報

告
書
は
ま
た
︑
若
い
こ
ろ
か
ら
仕
事
の
世
界
で
キ
ャ
リ
ア
を
追
求
す
る
道
を
選

ん
だ
女
性
に
対
す
る
子
育
て
支
援
な
ど
の
政
策
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
が
︑
大

方
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
男
は
仕
事
・
女
は
家
庭
と
い
う
構
図
で
あ
る
︒

　
報
告
書
は
︑
子
育
て
と
い
う
最
も
負
担
の
大
き
い
時
期
を
終
え
た
女
性
の
た

め
に
豊
か
な
文
化
生
活
を
描
い
て
み
せ
る
︒
全
女
性
の
お
よ
そ
半
数
が
家
庭
の

外
で
働
い
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
も
︑
女
性
が
「
文
化
︑
ス
ポ
ー
ツ
︑

趣
味
︑
お
稽
古
ご
と
︑
仕
事
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
し
︑
さ
ら
に
後
段
の

「
婦
人
の
生
き
が
い
と
生
活
設
計
」
と
い
う
一
節
で
は
︑
人
生
で
女
性
が
と
れ

る
生
き
方
を
列
挙
す
る
︒
そ
の
一
つ
は
パ
ー
ト
か
フ
ル
タ
イ
ム
か
に
か
か
わ
ら

ず
外
で
働
く
こ
と
だ
︒
女
性
に
自
分
の
受
け
た
教
育
︑
才
能
︑
職
場
で
の
経
験

を
役
立
て
る
能
力
を
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
た
し
か
に

触
れ
て
い
る（

49
）

︒
し
か
し
報
告
書
に
は
全
編
つ
う
じ
て
︑「
男
が
一
家
の
稼
ぎ
手
」

と
い
う
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
わ
れ
︑
し
か
し
同
時
に
︑

そ
う
し
た
あ
り
方
に
例
外
や
困
難
が
あ
る
こ
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
報
告
書

を
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
︑
男
性
が
「
一
家
の
稼
ぎ
手
」
で
あ
る
の
に
対
し
︑

女
性
は
補
助
的
役
割
に
就
く
と
い
う
あ
り
方
が
︑
産
業
社
会
の
家
庭
に
お
け
る

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
役
割
分
業
と
し
て
指
針
と
な
る
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
︒
し
か
し
こ
れ
が
一
般
に
ど
れ
ほ
ど
適
正
で
あ
ろ
う
と
も
例
外
は
あ
り
︑

た
と
え
経
済
的
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
︑
女
性
自
身
の
意

思
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
︑
も
し
女
性
が
望
む
な
ら
︑
社
会
は
女
性
が

平
等
な
立
場
で
働
け
る
チ
ャ
ン
ス
と
余
地
を
与
え
る
べ
き
だ
と
報
告
書
は
述
べ

る
︒
つ
ま
り
男
性
と
対
等
に
働
き
た
い
女
性
に
は
︑
パ
ー
ト
労
働
だ
け
で
な
く
︑

平
等
な
処
遇
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
だ（

50
）

︒

　
そ
れ
と
関
連
し
て
︑
こ
の
巻
の
最
後
の
ほ
う
に
は
︑
や
が
て
「
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
が
（
女
性
に
つ
い
て
だ
け
だ

が
）
や
や
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
短
い
一
節
が
あ
る
︒「
有
職
婦
人
の
仕
事
と
家
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庭
生
活
へ
の
支
援
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
一
節
は
︑「
家
庭
の
ほ
か
に
専
門
的
な

仕
事
と
職
業
を
も
つ
有
職
婦
人
が
増
大
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
︒
す
で
に
大
き

な
変
化
が
起
き
て
い
た
︒
農
業
︑
零
細
商
店
︑
家
内
製
造
業
な
ど
の
「
家
庭
労

働
」
に
従
事
す
る
女
性
が
ど
ん
ど
ん
減
り
︑
外
で
働
い
て
賃
金
を
も
ら
う
女
性

が
増
え
つ
つ
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
︑
近
年
の
戦
略
的
重
点
が

国
家
経
済
の
資
源
と
し
て
の
女
性
に
置
か
れ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
先
読
み
し
た

の
か
︑
報
告
書
は
女
性
に
道
を
開
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
生
活
の
領
域
に
そ
の

高
い
能
力
を
利
用
し
︑
日
本
の
「
人
的
資
源
」
の
質
を
高
め
る
よ
う
力
説
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
に
国
家
ア
ジ
ェ
ン
ダ
や
企
業
方
針
に
加
え
る
べ
き
具
体
的
な

方
策
は
︑
産
休
の
期
間
延
長
︑
育
児
休
暇
︑
育
児
施
設
︑
労
働
時
間
の
短
縮
︑

週
休
二
日
制
︑
年
次
休
暇
や
夏
期
休
暇
の
増
加
︑
家
事
援
助
の
商
業
サ
ー
ビ
ス

な
ど
だ
っ
た
︒「
日
本
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
女
性
が
︑
自
分
の
可
能
性
を
社

会
的
に
開
花
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
結
局
挫
折
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
い
ま
や
女
性
も
︑
家
庭
基
盤
充
実
の
た
め
の
諸
施
策
の
展
開
に
よ
っ

て
︑
そ
の
才
能
を
生
か
し
︑
社
会
の
中
で
活
動
す
る
大
き
な
可
能
性
を
手
に
入

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（

51
）

」︒

　
経
営
運
営
の
巻
で
は
︑
経
済
生
活
に
お
け
る
女
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
軽
く

触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
︑
そ
う
し
た
箇
所
で
は
︑
女
性
に
家
庭
や
家

内
事
業
以
外
で
い
く
ぶ
ん
大
き
な
役
割
を
与
え
て
み
よ
う
と
い
う
︑
こ
の
ど
っ

ち
つ
か
ず
の
暫
定
案
が
ふ
た
た
び
力
説
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
の
ち
に
登
場
す

る
（
男
女
共
通
で
は
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
女
性
に
向
け
た
）
非
正
規
職
業
の
さ
ま

ざ
ま
な
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
こ
の
巻
は
さ
ら
に

こ
う
強
調
す
る
︒
将
来
︑
長
期
雇
用
社
員
の
中
核
を
維
持
し
︑
な
お
か
つ
経
営

環
境
の
変
化
に
対
応
で
き
る
も
っ
と
弾
力
的
な
雇
用
調
整
が
必
要
に
な
ろ
う
︒

こ
の
た
め
に
︑
企
業
は
専
門
職
種
を
中
期
・
短
期
契
約
に
系
統
的
に
割
り
振
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
や
り
方
に
よ
っ
て
企
業
は
順
応
性
を

高
め
︑（
長
期
雇
用
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
最
上
層
ポ
ス
ト
の
競
争

を
軽
減
し
︑
さ
ら
に
女
性
が
良
い
仕
事
に
就
け
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
同
様
に
︑
女
性
や
高
齢
者
に
職
を
提
供
す
る
手
段
と
し
て
︑
パ
ー
ト
労

働
の
拡
大
が
歓
迎
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
や
高
齢
者
は
「
文
化
的
な
」

生
活
を
送
る
時
間
が
と
れ
る
し
︑
こ
う
し
た
仕
事
な
ら
コ
ア
と
な
る
長
期
雇
用

社
員
の
ポ
ス
ト
を
脅
か
さ
ず
に
す
み
︑
女
性
や
高
齢
者
に
文
化
的
生
活
の
機
会

を
提
供
で
き
る（

52
）

︒

　
大
平
研
究
会
が
報
告
書
全
巻
に
わ
た
り
随
所
に
描
い
て
み
せ
た
家
庭
生
活
と

は
︑
家
の
外
で
働
い
て
何
ら
か
の
人
生
の
充
足
を
見
出
す
女
性
が
い
た
と
し
て

も
︑
女
性
が
基
本
的
に
い
る
べ
き
場
所
は
家
庭
の
な
か
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
家
庭
観
と
︑
先
進
工
業
諸
国
に
共
通
の
問
題
に
取
り
組
む
う
え
で
日
本
文

化
の
独
自
性
こ
そ
が
他
国
よ
り
優
れ
た
点
だ
と
い
う
研
究
会
の
も
っ
て
い
る
重

要
な
前
提
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
を
示
す
一
節
を

引
用
し
よ
う
︒

欧
米
先
進
工
業
国
と
比
較
し
た
場
合
日
本
の
犯
罪
発
生
率
や
離
婚
率
の
き
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

わ
だ
っ
た
低
さ
︑
︙
︙
（
こ
れ
は
）
日
本
の
家
庭
な
ら
び
に
家
庭
基
盤
が
︑

あ
の
よ
う
な
急
激
な
社
会
変
動
の
衝
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
立
自
助
と
相

互
扶
助
と
に
よ
り
︑
変
化
へ
の
対
応
と
相
対
的
安
定
な
ら
び
に
健
康
の
維

持
に
成
功
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
一
節
は
と
り
た
て
て
男
女
の
別
に
言
及
せ
ず
に
「
家
庭
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
性
差
に
関
わ
る
用
語
と
し
て
し
か
読
み
よ
う
が
な

い
︒
こ
の
一
節
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
は
︑
先
に
引
用
し
た
「
日
本
の
自
殺
」

に
い
き
い
き
と
描
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
︑
主
婦
が
家
族
の
た
め
に
心
を
こ
め
て

編
物
や
縫
い
物
を
す
る
失
わ
れ
た
世
界
を
懐
か
し
む
セ
ピ
ア
色
の
郷
愁
だ
︒
こ

れ
を
書
い
た
男
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
急
速
な
社
会
変
化
に
直
面
し
た
と
き
︑
日

本
の
安
定
の
土
台
で
あ
る
家
庭
を
つ
な
ぎ
と
め
る
の
が
女
性
の
特
別
な
役
割

だ
っ
た
︒
た
と
え
ば
祖
父
母
が
子
や
孫
と
暮
ら
す
家
庭
の
比
率
の
高
さ
︑
も
っ

と
一
般
的
に
は
︑
家
庭
生
活
を
基
盤
と
す
る
暖
か
い
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
日
本
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
報
告
書
は
続
け
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
政
策
の
目
標

は
︑
こ
の
よ
う
な
家
庭
の
基
盤
を
支
え
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
報
告

書
は
「
今
日
︑
職
業
に
就
く
既
婚
女
性
が
増
え
る
に
つ
れ
︑
夫
婦
が
（
家
庭
内

の
）
役
割
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
」
と
し
な
が
ら

も
︑
一
九
七
九
年
の
世
論
調
査
を
紹
介
し
て
︑
日
本
人
の
大
多
数
は
夫
が
一
家

の
大
黒
柱
で
︑
妻
は
子
育
て
︑
子
女
の
教
育
︑
老
親
の
介
護
を
担
う
も
の
と
考

え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

53
）

︒

　
女
性
と
家
庭
を
め
ぐ
る
大
平
研
究
会
の
議
論
を
長
め
に
紹
介
し
た
が
︑
そ
れ

は
報
告
書
に
こ
も
る
緊
張
が
︑
ほ
か
の
多
く
の
諸
国
と
比
べ
て
も
長
く
︑
日
本

で
は
そ
の
後
三
十
五
年
間
に
も
わ
た
っ
て
︑
根
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
大
平
報
告
書
で
は
︑
伝
統
的
な
男
女
の
役
割
分
担

で
な
り
た
つ
近
代
家
庭
が
産
業
社
会
の
「
指
針
原
則
」
と
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
に

対
し
て
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
︑
男
性
と
対
等
な
機
会
と
業
績
に
恵
ま
れ
た
女

性
が
社
会
的
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
た
し
か
に
日
本
政
府
は
一
九
八
五
年
に

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
を
採
択
し
た
︒
そ
れ
が
一
九
九
七
年
に
改
正
︑
強
化
さ

れ
て
︑
一
九
九
九
年
に
は
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
公
布
さ
れ
た
︒
こ
う

し
て
「
男
女
が
︑
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
︑
性

別
に
か
か
わ
り
な
く
︑
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

男
女
共
同
参
画
社
会
」
を
実
現
さ
せ
る
野
心
的
な
目
標
へ
の
第
一
歩
が
踏
み
出

さ
れ
た（

54
）

︒
現
在
︑
安
倍
政
権
は
「
女
性
が
輝
く
社
会
」
を
築
く
と
宣
言
し
︑
経

済
政
治
分
野
で
指
導
的
役
割
を
担
う
女
性
の
数
を
─
︱
数
値
目
標
を
掲
げ
て
─
︱

急
増
さ
せ
よ
う
と
︑
言
葉
の
う
え
で
は
努
力
し
て
い
る
︒

　
だ
が
法
改
正
は
ど
の
段
階
で
も
紛
糾
し
暫
定
的
だ
っ
た
︒
大
平
報
告
書
に
込

め
ら
れ
た
精
神
と
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
り
古
く
か
ら
の
遺
産

と
を
残
響
さ
せ
な
が
ら
︑
よ
り
「
伝
統
的
」
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
基
調
と
す
る

社
会
を
支
え
る
も
の
は
︑
強
力
で
あ
り
続
け
た
︒
そ
の
証
拠
に
︑
女
性
に
思
い

ど
お
り
の
条
件
で
も
っ
と
全
面
的
に
社
会
経
済
生
活
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
に
対
す
る
反
応
が
あ
る
︒
そ
の
端
的
な
例
は
︑
夫
婦
別
姓
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の
法
改
正
に
関
し
︑
一
九
九
六
年
に
法
務
省
法
制
審
議
会
が
選
択
的
夫
婦
別
氏

制
度
を
含
む
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
を
答
申
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
自
民
党
（
民
主
党
）
歴
代
政
権
が
改
正
に
着
手
し
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
︒
こ
の
改
正
は
︑
女
性
が
婚
前
と
同
じ
名
前
で
キ
ャ
リ
ア
形
成
で
き
る

よ
う
に
し
︑
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
夫
の
一
族
の
姓
と
は
関
係
な
い
こ

と
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
︑
現
実
的
︑
象
徴
的
な
重
み
を
も
つ
だ
け
で

は
な
い
︒
結
婚
後
も
別
姓
で
い
る
た
め
に
法
的
に
結
婚
し
な
い
夫
婦
に
と
っ
て
︑

非
嫡
出
子
と
さ
れ
て
し
ま
う
子
ど
も
の
問
題
も
含
め
て
︑
実
際
面
で
非
常
に
重

要
な
意
味
が
あ
る
︒

　
夫
婦
別
姓
へ
の
抵
抗
は
︑
大
平
報
告
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑「
家
庭
と
家

庭
基
盤
」
─
︱
つ
ま
り
家
庭
内
で
の
女
性
の
役
割
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
支

え
ら
れ
て
い
る
基
盤
─
︱
が
社
会
安
定
と
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
泉
で

あ
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
力
が
持
続
し
て
い
る
た
め
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
に
法

制
審
議
会
が
一
九
九
六
年
に
夫
婦
別
姓
の
法
制
化
を
求
め
る
答
申
を
出
し
た
と

き
︑
自
民
党
の
有
力
政
治
家
で
参
議
院
の
「
ド
ン
」
と
呼
ば
れ
た
村
上
正
邦
は
︑

「（
夫
婦
別
姓
は
）
家
族
の
き
ず
な
を
さ
ら
に
弱
め
︑
家
庭
崩
壊
の
芽
を
は
ら
ん

だ
大
き
な
問
題
」
に
な
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
た（

55
）

︒
こ
う
し
た
感
情
は
長
年
に
わ

た
っ
て
自
民
党
内
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
︑
歴
代
首
相
は
改
革
の
利
点
を
め

ぐ
っ
て
世
論
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
理
由
に
あ
げ
︑
改
革
に
及
び

腰
か
︑
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
進
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
確
か
に
︑
こ

の
問
題
の
是
非
を
め
ぐ
る
世
論
調
査
は
︑
多
く
て
も
賛
否
五
分
五
分
に
二
分
さ

れ
る
か
︑
賛
成
が
少
数
に
と
ど
ま
る
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た（

56
）

︒

　
そ
の
他
の
政
策
領
域
は
も
っ
と
錯
綜
し
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
が
︑
結
局
見

え
て
く
る
の
は
︑
家
庭
の
最
前
線
を
つ
な
ぎ
と
め
て
く
れ
る
の
は
女
性
だ
と
い

う
相
も
変
わ
ら
ぬ
期
待
が
︑
勢
力
と
し
て
持
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
日
本

の
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
の
大
沢
真
理
の
重
要
な
著
作
が
︑
こ
の
複
雑
な
状

況
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
く
れ
る（

57
）

︒
こ
の
著
作
に
よ
る
と
︑
政
府
の
レ
ト
リ
ッ
ク

は
︑
一
九
八
〇
年
代
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
「
日
本
型
福
祉
社
会
」
と
い
う
理
想

か
ら
シ
フ
ト
し
た
と
い
う
︒
宮
沢
首
相
は
一
九
九
〇
年
代
に
社
会
政
策
に
つ
い

て
の
談
話
で
︑
社
会
的
公
正
と
い
う
目
標
を
効
率
と
な
ら
べ
て
提
起
す
る
と
同

時
に
︑
父
親
の
不
在
が
家
庭
生
活
を
ゆ
が
め
る
要
素
だ
と
嘆
い
た
︒
一
九
九
〇

年
代
後
半
︑
橋
本
首
相
は
「
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
」
を
進
め
る
と
確
約

し
た
︒
一
九
九
四
年
の
自
社
連
立
政
権
も
ま
た
︑
福
祉
政
策
を
︑
家
父
長
制
を

ベ
ー
ス
に
し
た
家
族
の
支
援
か
ら
個
人
支
援
に
移
す
と
唱
え
た
が
︑
こ
う
し
た

政
策
が
た
だ
ち
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し

一
九
九
七
年
に
法
制
化
さ
れ
︑
二
〇
〇
〇
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
先
駆
的
な
長
期

介
護
保
険
制
度
は
︑
要
介
護
と
認
定
さ
れ
た
者
に
国
費
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
も
の
で
︑
女
性
が
家
庭
で
私
的
に
行
な
う
老
人
介
護
か
ら
重
要
な
一
歩
を
踏

み
出
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
自
民
党
の
亀
井
静
香
は
︑
こ
の
制
度
は
「
子
が
親

を
介
護
す
る
と
い
う
美
風
」
を
破
壊
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
︑
こ
う
し
た
発

言
に
照
ら
し
て
み
た
と
き
︑
こ
の
一
歩
は
重
要
で
あ
る
︒

　
高
齢
者
政
策
か
ら
青
少
年
政
策
へ
話
を
移
そ
う
︒「
フ
リ
ー
タ
ー
」
と
呼
ば
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れ
る
若
年
労
働
者
に
対
す
る
政
府
の
定
義
を
見
る
と
︑
女
性
の
お
も
な
役
割
は

家
庭
に
あ
る
と
す
る
前
提
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
が
驚
く
ほ
ど
は
っ
き
り
わ
か

る
︒「
フ
リ
ー
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
法
律
用
語
で
は
な
く
︑
ご
く
最
近
に

な
っ
て
雇
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
政
府
が
一
貫
性
の
な
い
ま
ま
使
っ
て
き
た
も

の
で
あ
る
︒
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
口
語
表

現
で
︑
そ
も
そ
も
は
主
流
と
異
な
る
キ
ャ
リ
ア
を
求
め
る
気
ま
ま
な
若
者
を
意

味
す
る
肯
定
的
な
言
葉
だ
っ
た
︒
悪
名
高
い
あ
の
リ
ク
ル
ー
ト
社
が
一
九
八
七

年
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
目
玉
と
し
て
使
っ
て
流
行
ら
せ
た

こ
と
も
あ
る
︒
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
後
︑
こ
の
言
葉
は
︑
国
家
政
策
に
お

い
て
も
︑
ま
た
広
く
文
化
一
般
に
お
い
て
も
︑
堅
固
な
キ
ャ
リ
ア
路
線
に
乗
れ

な
い
若
者
を
指
す
や
や
否
定
的
な
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
一
九
九
一
年
︑
厚
生
労
働
省
は
年
次
労
働
白
書
で
こ
の
言
葉
を
「﹁
ア
ル
バ

イ
ト
﹂
か
﹁
パ
ー
ト
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
被
雇
用
者
で
︑
男
子
で
は
継
続
就
業

年
数
五
年
未
満
︑
女
子
で
は
未
婚
の
者
」
と
定
義
し
た（

58
）

︒
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最

初
の
公
式
定
義
で
あ
ろ
う
︒
総
務
省
は
二
〇
〇
三
年
の
「
労
働
力
調
査
」
の
な

か
で
初
め
て
「
フ
リ
ー
タ
ー
」
の
数
を
調
べ
は
じ
め
た
︒
こ
こ
で
は
少
し
だ
け

定
義
が
変
わ
り
︑「
十
五
～
三
十
四
歳
の
男
性
又
は
未
婚
の
女
性
（
学
生
を
除

く
）
で
︑
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
働
く
者
又
は
こ
れ
を
希
望
す
る
者
」
と

さ
れ
て
い
る（

59
）

︒
こ
う
し
た
官
僚
的
心
性
に
と
っ
て
︑
女
性
は
同
じ
仕
事
を
つ
づ

け
て
い
て
も
︑
結
婚
す
る
と
フ
リ
ー
タ
ー
で
は
な
く
な
る
の
だ
︒
そ
れ
ど
こ
ろ

か
︑
一
家
の
稼
ぎ
手
と
み
な
さ
れ
る
夫
が
い
る
か
ぎ
り
︑
女
性
の
公
式
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
非
正
規
雇
用
の
個
人
で
は
な
く
︑
扶
養
さ
れ
る
妻
に
な
っ
て

し
ま
う
︒

　
厚
生
労
働
省
は
実
際
面
で
こ
の
定
義
よ
り
も
柔
軟
な
運
用
を
し
た
︒

二
〇
一
一
年
の
あ
る
報
告
書
で
厚
労
省
は
︑
フ
リ
ー
タ
ー
は
「
自
分
の
就
き
た

い
職
業
が
み
つ
か
る
ま
で
時
機
を
待
つ
﹁
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
型
﹂︑
正
社
員
に
な

り
た
く
て
も
な
れ
な
い
﹁
や
む
を
得
ず
型
﹂︑
は
っ
き
り
し
た
将
来
像
を
持
っ

て
い
る
が
︑
と
り
あ
え
ず
生
活
の
た
め
に
働
い
て
い
る
﹁
夢
追
求
型
﹂
の
三
つ

に
分
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

60
）

︒
二
〇
一
二
年
︑
厚
労
省
は
全
国
の
公
共
就

労
斡
旋
機
関
に
二
百
を
超
す
「
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

築
し
た
︒
そ
の
任
務
は
非
正
規
の
若
年
労
働
者
︑
と
く
に
フ
リ
ー
タ
ー
と
み
な

さ
れ
る
者
に
長
期
安
定
の
定
職
を
み
つ
け
る
支
援
を
す
る
こ
と
だ（

61
）

︒
目
標
は

二
〇
一
二
年
に
百
八
十
万
人
い
た
フ
リ
ー
タ
ー
を
二
〇
二
〇
年
ま
で
に

百
二
十
万
人
に
減
ら
す
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
の
制
度
に
該
当
す
る
者
を
厚
労
省
は

「
フ
リ
ー
タ
ー
等
」
と
定
義
し
︑
公
式
定
義
に
は
厳
格
に
従
わ
な
い
こ
と
に
し

た
︒
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
︑
フ
リ
ー
タ
ー
の
厳
格
な
定
義
に
あ
て
は
ま
る
者
ば

か
り
で
な
く
︑
既
婚
女
性
や
四
十
五
歳
未
満
の
非
正
規
雇
用
の
男
女
が
支
援
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

62
）

︒
だ
が
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
人
の
大
半
が
じ
つ

は
男
性
で
あ
る
︒

　
公
式
な
定
義
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
の
こ
と
は
さ
て
お
き
︑
こ

の
構
想
は
︑
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
追
求
に
悪
の
烙
印
を
押

す
規
範
的
な
理
解
を
一
人
前
の
成
人
に
押
し
つ
け
る
と
い
う
点
で
問
題
で
あ
る
︒
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フ
リ
ー
タ
ー
人
口
の
か
な
り
の
部
分
が
︑
社
会
に
適
切
な
居
場
所
を
み
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
︑
自
分
の
意
志
で
積
極
的
に
そ
の
道
を
選
ん
で
い

る
か
ら
だ
︒
そ
れ
で
も
な
お
︑
多
く
の
青
年
が
望
ん
で
も
安
定
雇
用
を
み
つ
け

ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
制
度
を
始
め
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ

る
︒
こ
の
就
労
支
援
制
度
は
既
婚
女
性
に
対
し
て
公
式
に
道
を
開
き
は
し
た
も

の
の
︑
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
言
葉
の
歴
史
的
文
脈
全
体
か
ら
見
る
と
︑
女
性
は

家
庭
の
番
人
で
あ
り
︑
そ
の
デ
フ
ォ
ル
ト
の
有
り
様
は
︑
補
完
的
な
活
動
を
担

う
雇
用
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
︑
い
ま
だ
に
力
を
も
っ
て
持
続

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
本
稿
は
こ
こ
ま
で
主
と
し
て
政
治
家
や
官
僚
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
策
に
着

目
し
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
既
婚
女
性
が
旧
姓
を
名
乗
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
つ
い

て
行
な
わ
れ
た
世
論
調
査
か
ら
︑
広
範
な
国
民
感
情
の
分
断
に
つ
い
て
若
干
述

べ
て
お
こ
う
︒
内
閣
男
女
共
同
参
画
局
が
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で

三
年
ご
と
に
行
な
っ
た
政
府
世
論
調
査
（
各
回
の
調
査
で
回
答
者
は
三
～
四
千
人
）

を
見
る
と
︑
こ
の
三
十
年
間
の
男
女
平
等
に
対
す
る
官
界
・
政
界
エ
リ
ー
ト
の

き
わ
だ
っ
て
鈍
い
動
き
は
︑（
女
性
を
含
む
）
国
民
の
願
望
と
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
し
か
に
︑
女
性
は
結
婚
後
も
子
育
て
期
間

中
も
︑
さ
ら
に
そ
れ
以
後
も
︑
仕
事
を
つ
づ
け
る
べ
き
だ
と
す
る
男
女
の
割
合

は
︑
一
九
九
二
年
の
二
十
三
％
か
ら
二
〇
一
二
年
の
四
十
八
％
へ
着
実
に
上

が
っ
て
お
り
︑
二
〇
一
二
年
の
数
字
だ
と
男
女
間
の
違
い
は
二
％
以
下
に
す
ぎ

な
い
︒
し
か
し
「
男
は
外
で
働
き
︑
女
は
家
庭
を
守
る
べ
き
」
と
い
う
意
見
を

支
持
す
る
か
と
問
わ
れ
る
と
︑
二
〇
一
二
年
の
回
答
者
三
〇
三
三
人
は
賛
成
多

数
に
傾
き
︑
過
去
十
七
年
の
動
向
を
く
つ
が
え
し
た
︒
こ
の
良
妻
賢
母
と
い
う

崇
高
な
あ
り
方
を
支
持
す
る
人
は
一
九
九
二
年
の
六
十
％
か
ら
二
〇
〇
九
年
の

四
十
一
％
へ
下
が
っ
た
が
︑
三
年
後
の
二
〇
一
二
年
に
は
伝
統
支
持
派
が
ふ
た

た
び
盛
り
返
し
︑
五
十
二
％
の
過
半
数
を
占
め
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
女
性

の
割
合
は
四
十
八
％
で
︑
男
性
の
五
十
五
％
と
比
べ
て
大
差
な
い（

63
）

︒
近
年
の
こ

の
矛
盾
し
た
動
向
の
原
因
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
（
二
〇
一
四
年
の
調
査
で
は
女
性

の
家
庭
外
労
働
へ
の
支
持
が
戻
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
二
〇
〇
九
年
よ
り
少
な
い（

64
）

）︒

長
期
的
観
点
で
見
た
と
き
︑
女
性
の
広
範
な
社
会
経
済
的
役
割
に
肯
定
的
な
人

は
ゆ
っ
く
り
と
断
続
的
に
増
え
て
い
る
が
︑
は
っ
き
り
と
流
れ
が
変
わ
っ
た
こ

と
を
示
す
分
岐
点
に
は
達
し
て
い
な
い
︒

　
最
後
に
︑
最
近
の
安
倍
政
権
に
よ
る
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
支
援
政
策

も
ま
た
︑
あ
る
重
要
な
意
味
で
大
平
報
告
書
の
論
理
か
ら
一
歩
後
退
す
る
も
の

と
し
て
特
筆
に
値
す
る
︒
大
平
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
︑
日
本
の
文
化
遺
産
が

こ
の
国
の
近
代
化
達
成
を
可
能
に
し
︑
そ
の
枠
組
み
を
つ
く
っ
た
と
考
え
︑
そ

れ
を
明
ら
か
に
誇
り
に
し
て
い
た
︒
し
か
し
彼
ら
は
︑
自
己
修
養
や
個
人
生
活

の
充
実
が
国
力
を
つ
け
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る

よ
う
な
「
文
化
」
の
時
代
と
し
て
未
来
を
描
い
た
︒「
社
会
に
新
た
な
活
力
を

与
え
る
婦
人
の
進
出
」
を
促
進
す
る
と
き
︑
そ
の
目
標
は
主
と
し
て
国
家
の
経

済
力
を
強
め
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑「
婦
人
の
生
き
が
い
」
を
提
供
す
る

道
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た（

65
）

︒
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安
倍
首
相
は
逆
に
女
性
の
進
出
を
︑
女
性
自
身
に
と
っ
て
社
会
的
に
望
ま
し

い
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
で
は
な
く
︑
あ
る
い
は
平
等
と
正
義
と
い
う
理
想
の
土
台

の
う
え
に
築
か
れ
る
目
標
と
し
て
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
国
家
の
た
め
の
経
済
戦

略
と
し
て
堂
々
と
誇
ら
し
げ
に
奨
励
す
る
︒
安
倍
首
相
は
二
〇
一
四
年
に
─
︱

多
く
の
国
で
政
治
家
が
好
ん
で
使
う
三
人
称
語
法
で
─
︱
こ
う
書
い
た
︒

保
守
政
治
家
の
安
倍
晋
三
が
女
性
が
輝
く
社
会
と
い
う
と
違
和
感
を
持
つ

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
従
来
の
よ
う
に
社
会
政
策
と

し
て
で
は
な
く
︑
私
は
経
済
政
策
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
ま
す
︒
こ
れ
ま
で
人
材
資
源
と
し
て
充
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
女
性
の
皆
さ
ん
は
︑
言
っ
て
み
れ
ば
〝
宝
の
山
〟
で
す
︒
︙
︙
能
力
あ

る
女
性
の
皆
さ
ん
に
︑
ど
ん
ど
ん
日
本
を
引
っ
張
っ
て
い
っ
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す（

66
）

︒

　
こ
こ
に
戦
前
戦
中
の
「
お
国
の
た
め
に
」
と
い
う
国
民
へ
の
呼
び
か
け
と
同

じ
も
の
を
聞
き
と
る
の
は
︑
ま
た
︑
こ
の
女
性
へ
の
呼
び
か
け
の
な
か
に
︑
強

い
国
民
経
済
を
築
く
た
め
の
人
的
資
源
と
し
て
女
性
を
十
全
に
利
用
し
よ
う
と

す
る
声
を
聞
き
と
る
の
は
︑
け
っ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒

　

結 

論

　
過
去
二
十
年
に
「
失
わ
れ
た
」
の
は
︑
健
全
な
社
会
を
構
成
す
る
も
の
は
何

か
︑
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
達
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
保
守
本
流
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
だ
っ
た
︒
大
平
報
告
書
に
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ま
た
は
っ

き
り
し
た
国
際
的
枠
組
み
の
な
か
で
︑
強
い
経
済
成
長
が
数
十
年
つ
づ
い
た
の

ち
︑
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
日
本
的
な
「
管
理
さ
れ
た
競
争
」
と
い
う
美
点
に

絞
ら
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
野
心
的
な
女
性
が
キ
ャ
リ
ア
達
成
と
い
う
男

の
世
界
に
踏
み
こ
む
例
外
を
認
め
な
が
ら
も
︑
家
庭
を
守
る
の
は
女
性
と
い
う
︑

性
差
に
も
と
づ
く
社
会
構
造
に
依
拠
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
け
っ
し
て
全
員
が
一
致
す
る
観
点
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
公
共
の
言
論
や
政
策

論
議
の
ほ
か
︑
日
本
の
学
界
や
︑
非
日
本
人
が
つ
く
る
全
世
界
の
日
本
研
究
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
学
問
の
世
界
に
お
け
る
主
要
な
反
対
論
は
︑
左
派
や
「
進
歩

派
」
陣
営
か
ら
や
っ
て
き
た
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
挑
戦

し
て
き
た
の
は
︑
国
家
の
経
済
力
を
増
す
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑
原

則
と
し
て
社
会
的
価
値
と
人
権
に
男
女
平
等
を
求
め
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
陣
営

だ
っ
た
︒
労
働
史
や
労
使
関
係
の
研
究
で
は
︑
反
対
論
は
コ
ス
ト
を
重
視
す
る

日
本
型
モ
デ
ル
へ
の
批
判
の
か
た
ち
を
と
っ
た
︒
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
か
ら

一
九
九
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
︑
そ
う
し
た
批
判
を
投
げ
か
け
る
者
は
︑
広
範

に
流
布
す
る
成
功
の
証
拠
を
前
に
し
て
守
り
の
立
場
に
置
か
れ
︑
あ
る
程
度
自
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論
の
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

67
）

︒

　
現
在
の
瞬
間
や
近
現
代
史
に
重
点
を
置
く
日
本
研
究
の
仕
事
は
︑
今
か
つ
て

よ
り
も
複
雑
な
知
的
環
境
に
あ
る
︒
こ
こ
二
十
年
︑
健
全
な
社
会
の
維
持
や
回

復
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
公
共
の
議
論
で
は
︑「
伝
統
的
」
近
代
の
擁
護
派
は

新
自
由
主
義
改
革
派
と
の
対
立
に
主
軸
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
だ
が
︑
以
前

よ
り
目
立
た
な
い
な
が
ら
も
︑
批
判
の
も
う
ひ
と
つ
の
軸
が
継
続
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
全
世
界
に
遍
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
と
拡
大
す
る
格

差
を
め
ぐ
る
議
論
だ
︒
日
本
研
究
に
お
い
て
こ
の
議
論
は
︑
伝
統
的
な
近
代
シ

ス
テ
ム
に
内
在
す
る
排
他
性
に
注
目
し
︑
近
年
事
態
は
悪
化
す
る
一
方
だ
と
嘆

く（
68
）

︒
　
格
差
を
め
ぐ
る
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
著
作
に
全
世
界
が
注
目
し
た
お
か
げ
で
︑

こ
う
し
た
議
論
に
新
し
い
空
間
が
開
け
た
︒
ピ
ケ
テ
ィ
は
日
本
に
つ
い
て

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
ぼ
全
域
︑
ア
メ
リ
カ
︑
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
）
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
四
十
数
年
︑
ま
さ
に
相
対
的
平
等
の
全
盛
時
代
を
味
わ
っ
た
と
描
写
し

て
い
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
彼
は
同
時
に
︑
大
平
報
告
書
は
楽

観
論
が
正
し
い
と
思
え
た
時
期
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
み
な
す
根
拠
を
提
供

し
て
く
れ
た
︒
後
世
の
目
で
見
た
と
き
︑
報
告
書
の
書
き
手
た
ち
に
つ
い
て
︑

そ
の
未
来
観
が
近
視
眼
的
だ
っ
た
と
し
︑
ま
た
日
本
の
独
自
文
化
に
対
す
る
彼

ら
の
本
質
論
的
︑
静
的
な
理
解
を
極
端
な
還
元
論
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
は
た

や
す
い
︒
だ
が
個
々
人
の
生
活
の
質
の
向
上
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
最
大
限
重
視
し
た
点
に
お
い
て
︑
こ
う
し
た
報
告
書
は
注
目
に
値
す
る
も
の

で
あ
り
つ
づ
け
る
︒

注（
1
）  

B
ill Pow

ell,

“The Lost D
ecade,

” New
sw

eek (July 27 , 1998 ), p. 28 .

　
滝
田
洋
一
「
国

富
─
︱
失
わ
れ
た
十
年
の
教
訓
─
︱
」『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
九
八
年
七
月
二
〇
日
夕

刊
三
面
︒
雑
誌
の
日
付
は
実
際
の
発
行
よ
り
も
一
週
間
先
づ
け
す
る
の
で
︑『
ニ
ュ
ー
ズ

ウ
ィ
ー
ク
』
の
記
事
は
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
記
事
と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒

（
2
）  

戦
後
日
本
の
中
流
社
会
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
専
業
主
婦
の
登
場
に
つ
い
て

は
︑
自
著
で
言
及
し
た
︒
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
『
ミ
シ
ン
と
日
本
の
近
代
─
︱
消

費
者
の
創
出
─
︱
』（
大
島
か
お
り
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
年
）︒

（
3
）  

大
平
報
告
書
の
正
式
名
称
は
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
』
第
一
～
九
巻
（
大

蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
八
〇
年
）︒
研
究
会
は
一
九
七
九
年
一
月
か
ら
公
式
に
作
業
を
開
始

し
︑
一
九
八
〇
年
八
︑九
月
に
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
︒

（
4
）  

酒
井
直
樹
は
本
特
集
に
寄
せ
た
論
文
の
な
か
で
︑
こ
う
い
う
肯
定
的
評
価
を
生
ん
だ

そ
れ
ま
で
の
日
本
研
究
の
あ
り
方
と
︑
そ
れ
が
近
年
︑
悲
観
的
な
評
価
に
変
わ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
︑
国
際
的
な
文
脈
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
︒

（
5
）  

エ
ズ
ラ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
の
個
人
的
通
信
（
二
〇
一
五
年
五
月
）︒

（
6
）  

R
onald P. D

ore, British Factory-Japanese Factory (B
erkeley: U

niversity of C
alifornia 

Press 1973 ).

（
7
）  

本
段
落
の
記
述
は
宇
野
重
規
の
論
文
に
基
づ
く
︒
宇
野
重
規
「
鈍
牛
─
︱
哲
人
宰
相

と
知
識
人
た
ち
　
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
を
め
ぐ
っ
て
─
︱
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』

八
一
号
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
一
七
四
─
一
七
七
頁
︒

（
8
）  
大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」『
大
平
総
理
の
政
策

研
究
会
報
告
書
』（
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
八
〇
年
）
一
︱
二
頁
︒

（
9
）  

大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
四
頁
︒

（
10
）  

大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
三
頁
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

（
11
）  
大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
三
頁
︒

（
12
）  
大
平
政
策
研
究
会
「
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
提
言
（
総
説
）」
一
頁
︒

（
13
）  

「
日
本
の
自
殺
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
五
年
二
月
号
︒
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
つ

け
て
同
誌
二
〇
一
二
年
三
月
号
に
再
掲
載
︒

（
14
）  

宇
野
前
掲
「
鈍
牛
─
︱
哲
人
宰
相
と
知
識
人
た
ち
　
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
を
め

ぐ
っ
て
─
︱
」
一
七
八
頁
︒

（
15
）  

「
日
本
の
自
殺
」
再
掲
載
版
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
〇
頁
︒
引
用
符
は
原
文
の
ま
ま
︒

（
16
）  

「
日
本
の
自
殺
」
再
掲
載
版
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
〇
頁
︑
一
〇
二
︱
一
〇
六
頁
︑

一
〇
九
︱
一
一
〇
頁
︒

（
17
）  

本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
︒
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に

つ
い
て
詳
し
く
は
︑
大
嶽
秀
夫
『
自
由
主
義
的
改
革
の
時
代
︱
︱
一
九
八
〇
年
代
前
期

の
日
本
政
治
︱
︱
』（
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
四
年
）
第
三
部
︑
第
一
章
︑
中
曽
根
政
権

の
理
念
と
政
策
︑二
四
一
︱
二
五
四
頁
︑中
北
浩
爾
『
自
民
党
政
治
の
変
容
』（N

H
K

ブ
ッ

ク
ス
︑
二
〇
一
四
年
）
参
照
︒

（
18
）  

大
平
政
策
研
究
会
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経

営
運
営
』（
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
八
〇
年
）︒

（
19
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経
営

運
営
』
一
〇
頁
︒

（
20
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経
営

運
営
』
八
〇
︱
九
三
頁
︒

（
21
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経
営

運
営
』
三
六
︱
五
〇
頁
︒

（
22
）  

伊
丹
敬
之
「
文
明
を
輸
出
す
る
と
き
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
創
刊
二
号
（
一
九
八
六
年
）︑

四
一
︱
四
二
頁
︒

（
23
）  

唐
津
一
「
米
国
の
破
綻
」『V

oice

』
一
〇
六
号
（
一
九
八
六
年
）︑
一
二
三
頁
︑

一
二
五
頁
︒

（
24
）  

“To encourage the others,

” Econom
ist (  January 16 , 1993 ), p. 66 .

（
25
）  

R
oss M

ouer and H
irosuke K

aw
anishi, A Sociology of W

ork in Japan (C
am

bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 2005 ), p. 253

に
︑
そ
う
し
た
論
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
26
）  

日
本
経
営
者
団
体
連
盟
「
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
プ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
一
九
九
七
年

度
︱
一
九
九
九
年
度
）
報
告
（
一
九
九
七
年
一
月
）
二
五
頁
︒

（
27
）  

「
米
国
型
競
争
社
会
を
実
現
す
れ
ば
い
い
の
か
（
民
革
　
企
業
の
未
来
を
問
う
　
下
）」

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
四
月
八
日
朝
刊
一
面
︒

（
28
）  

E
dw

ard Lincoln, 

“Japan H
asn

ʼt R
eally Failed,

” New
 York Tim

es (Saturday, February 

22 ), 1997 .

（
29
）  

R
oss M

ouer and H
irosuke K

aw
anishi, A Sociology of W

ork in Japan (N
ew

 York: 

C
am

bridge U
niversity Press, 2005 ), p. 254 . 

（
30
）  

H
iroya N

akakubo, 

“The 2003  R
evisions of the Labor Standards Law

: Fixed Term
 

C
ontracts, D

ism
issals, and D

iscretionary W
ork Schem

es,

” Japan Labor Review
 (2004 ), 

pp. 4 -25 .

（
31
）  

「（
検
証
・
構
造
改
革
　
第
四
部
・
当
事
者
た
ち
の
証
言
　
一
）
総
務
大
臣
・
竹
中
平

蔵
氏
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
五
日
朝
刊
一
〇
面
︒
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
︑

竹
中
は
ま
た
︑
欧
米
と
比
べ
た
と
き
︑
貧
困
は
日
本
の
重
要
問
題
た
り
え
な
い
と
否
定

し
た
︒

（
32
）  

「（
検
証
・
構
造
改
革
　
第
四
部
・
当
事
者
た
ち
の
証
言
　
三
）
ウ
シ
オ
電
機
会
長
・

牛
尾
治
朗
氏
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
七
日
朝
刊
一
〇
面
︒

（
33
）  

「（
検
証
・
構
造
改
革
　
第
四
部
・
当
事
者
た
ち
の
証
言
　
七
）
オ
リ
ッ
ク
ス
会
長
・

宮
内
義
彦
氏
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
九
月
一
三
日
朝
刊
八
面
︒

（
34
）  

Takashi A
raki, 

“Corporate G
overnance R

eform
s, Labor Law

 D
evelopm

ents and the 

Future of Japan

ʼs Practice-D
ependent Shareholder M

odel,

” Japan Labor Review
 (2005 ) , 

pp. 40 -42 .  

（
35
）  

L
eon W

oolf, 

“The D
eath of L

ifelong E
m

ploym
ent in Japan,

” In L
. N

ottage, L
. 

W
olff and K

. A
nderson (E

ds.), C
orporate governance in the 21st C

entury: Japan’s gradual 

transform
ation (C

heltenham
: E

dw
ard E

lgar, 2008 ), pp. 76 -77 .
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（
36
）  

仁
田
道
夫
「
雇
用
の
量
的
管
理
」
仁
田
道
夫
・
久
本
憲
夫
『
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
』

（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
）
四
五
︱
四
六
頁
︒「
労
働
法
改
革
と
雇
用
シ
ス
テ

ム
︱
︱
解
雇
法
制
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
」
社
会
政
策
学
界
編
『
格
差
社
会
へ
の
視
座
︱
︱

貧
困
と
教
育
機
会
︱
︱
』（
法
律
文
化
社
︑
二
〇
〇
七
年
）
八
〇
︱
八
一
頁
︒

（
37
）  

日
本
経
営
者
団
体
連
合
会
「
活
力
と
魅
力
溢
れ
る
日
本
を
め
ざ
し
て
」（
二
〇
〇
三
年

一
月
一
日
）https://w

w
w

.keidanren.or.jp/japanese/policy/vision2025 .htm
l

（
38
）  

Sanford Jacoby, T
he Em

bedded C
orporation: C

orporate G
overnance and Em

ploym
ent 

Relations in Japan and the U
nited States (Princeton: Princeton U

niversity Press, 2005 ), 

pp.7 -8 .

（
39
）  

「（
奥
田
経
団
連 

変
容
の
四
年
　
上
）
蜜
月
の
実
装
　﹁
改
革
﹂
と
響
き
あ
い
」『
朝
日

新
聞
』
二
〇
〇
六
年
五
月
一
八
日
朝
刊
八
面
︒

（
40
）  

「（
時
時
刻
刻
）
派
遣
待
遇
︑潜
む
危
険
　
直
接
雇
用
義
務
撤
廃
を
検
討
」『
朝
日
新
聞
』

二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
日
二
面
︒

（
41
）  

「﹁
非
正
社
員
の
代
弁
し
た
い
﹂
川
崎
・
自
民
雇
用
生
活
調
査
会
長
」『
朝
日
新
聞
』

二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
四
日
朝
刊
一
二
面
︒

（
42
）  

「
日
雇
い
派
遣
禁
止
︑
範
囲
は
厚
労
相
︑
法
形
成
の
意
向
　
各
党
の
主
張
に
隔
た
り
」

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
六
月
一
四
日
朝
刊
七
面
︒

（
43
）  

Toru Shinoda, 

“Which Side are You O
n? H

akenm
ura and the W

orking Poor as a 

T
ipping Point in Japanese Labor Politics,

” The Asia-Pacific Journal, V
ol. 14 -3 -09  (A

pril 

4 , 2009 ).

（
44
）  

内
閣
府
『
経
済
財
政
白
書
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
三
五
︱
一
四
二
頁
︑
と
く
に
一
四
〇

︱
一
四
一
頁
︒

（
45
）  

厚
生
労
働
省
『
労
働
経
済
白
書
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
︱
二
頁
︑
二
四
四
︱
二
四
五
頁
︑

二
六
一
頁
︒

（
46
）  

厚
生
労
働
省
『
労
働
経
済
白
書
』（
二
〇
〇
九
年
）︒
巻
頭
に
舛
添
要
一
「
雇
用
の
安

定
を
基
盤
と
し
た
安
心
で
き
る
雇
用
者
生
活
の
た
め
に
」︒

（
47
）  

首
相
官
邸
「
経
済
の
好
循
環
実
現
に
向
け
た
政
労
使
会
議
」（
二
〇
一
五
年
四
月
二
日
）︒

　（http://w
w

w
.kantei.go.jp/jp/97 _abe/actions/201504 /02 seroushi.htm

l

）　
二
〇
一
五
年

八
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
48
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

（
大
蔵
省
印
刷
局
一
九
八
〇
年
）︒

（
49
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

九
二
頁
︑
一
八
二
頁
︒

（
50
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

一
三
三
︱
一
三
四
頁
︒

（
51
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

一
八
四
︱
一
八
六
頁
︒

（
52
）  

大
平
政
策
研
究
会
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
七
巻
　
文
化
の
時
代
の
経

営
運
営
』
一
二
八
︱
一
三
〇
頁
︒

（
53
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

三
四
︱
三
五
頁
︑
八
四
頁
︒

（
54
）  

前
文
か
ら
法
文
ま
で
の
英
語
公
式
翻
訳
は
以
下
の
サ
イ
ト
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

http://w
w

w
.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/lbp/index.htm

l

（
55
）  

参
議
院
本
会
議
で
の
発
言
（
一
九
九
六
年
一
月
二
五
日
）︒http://kokkai.ndl.go.jp

（
56
）  

法
務
省
の
世
論
調
査
結
果
は
一
般
的
に
改
革
に
反
対
で
あ
る
（
た
だ
し
時
の
経
過
と

と
も
に
受
容
は
増
え
て
い
る
）︒
以
下
を
参
照
︒http://w

w
w

.m
oj.go.jp/M

IN
JI/

m
inji36 -05 .htm

l

法
務
省
Ｈ
Ｐ
「
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
結
果
（
総

数
比
較
）」（http://w

w
w

/m
oj/go.jp/M

IN
JI/m

inji36 -05 .htm
l

）
二
〇
一
五
年
八
月

二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
57
）  

こ
の
段
落
は
大
沢
真
理
『
現
代
日
本
の
生
活
保
障
シ
ス
テ
ム
』（
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
七
年
）
七
二
︱
八
八
頁
の
記
述
に
基
づ
く
︒

（
58
）  
労
働
省
政
策
調
査
部
『
図
説
　
労
働
白
書
　
平
成
三
年
度
版
』（
至
誠
堂
︑
一
九
九
一

年
）
八
八
頁
︒

（
59
）  

厚
生
労
働
省
「
若
者
雇
用
関
連
デ
ー
タ
」（
二
〇
一
一
年
）（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

topics/2010 /01 /tp0127 -2 /12 .htm
l

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
60
）  
厚
生
労
働
省
「
若
者
雇
用
関
連
デ
ー
タ
」（
二
〇
一
一
年
）（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/

topics/2010 /01 /tp0127 -2 /12 .htm
l

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
61
）  

厚
生
労
働
省
「
フ
リ
ー
タ
ー
へ
の
就
職
支
援
拠
点
を
全
国
約
二
百
カ
所
に
設
置
し
ま
す
」

（
二
〇
一
二
年
四
月
九
日
）（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/houdou/2 r98520000027 f6 u.

htm
l

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
62
）  

厚
生
労
働
省
　
五
百
旗
頭
千
奈
美
か
ら
の
個
人
的
通
信
（
二
〇
一
五
年
七
月
一
〇
日
）︒

（
63
）  

「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
二
年
）（http://w

w
w

.gender.

go.jp/research/yoron

）
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
64
）  

「
女
性
の
活
躍
推
進
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
四
年
八
月
）（http://survey.gov-

onlline.go.jp/h26 -joseikatsuyaku/index.htm
l

）
二
〇
一
五
年
七
月
一
二
日
ア
ク
セ
ス
︒

（
65
）  

大
平
政
策
研
究
会
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
三
巻
　
家
庭
基
盤
の
充
実
』

一
四
︱
一
五
頁
︒

（
66
）  

安
倍
晋
三
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
第
二
章
起
動
宣
言
」『
文
藝
春
秋
』
二
〇
一
四
年
九
月
号
︑

一
〇
四
頁
︒

（
67
）  

G
ordon, W

ages of Affluence

の
な
か
で
︑
私
は
日
本
研
究
者
た
ち
が
︑
日
本
モ
デ
ル

の
明
ら
か
な
成
功
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
︑
左
派
的
あ
る
い
は
批
判
的
な
視
点
か
ら
視

座
を
移
し
た
こ
と
を
議
論
し
た
︒
こ
の
本
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
ま
も
な
く
書
か
れ
た
も
の

で
︑
論
拠
の
変
化
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
︑
新
自
由
主
義
陣
営
か
ら
の
批
判

が
新
た
に
台
頭
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
︒

（
68
）  

A
nne A

llison, Precarious Japan, D
urham

: D
ukre U

niversity Press, 2013 . Tachibanaki 

Toshiaki, C
onfronting Incom

e Inequality in Japan, C
am

brdige, M
A

.: M
IT

 U
niversity 

Press, 2009 , and m
any of his w

orks in Japanese.

（
朝
倉
和
子
　
訳
）
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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

　

序
　
論

　
日
本
の
バ
ブ
ル
崩
壊
が
冷
戦
の
終
結
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
起
こ
っ
た
こ

と
は
単
な
る
歴
史
的
偶
然
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
事

象
の
歴
史
的
意
義
が
論
じ
ら
れ
は
し
て
も
︑
両
者
が
学
術
的
に
相
互
に
関
連
さ

せ
ら
れ
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し
「
失
わ
れ
た

二
十
年
」
と
し
て
客
体
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ポ
ス
ト
バ
ブ
ル
の
日
本
の
社

会
的
・
経
済
的
状
況
を
︑
冷
戦
期
か
ら
ポ
ス
ト
冷
戦
期
へ
の
大
き
な
転
換
︑
特

に
近
代
化
論
か
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
論
へ
の
包
括
的
な
デ
ィ
ス
コ
ー
ス

の
転
換
の
文
脈
の
中
に
置
い
て
み
る
と
︑
過
ぎ
去
っ
た
こ
の
二
十
年
間
に
対
す

る
よ
り
多
面
的
な
理
解
と
︑
新
し
い
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
︒
以
下
︑
過
去
二
十
年
に
お
い
て
日
本
と
世
界
に
起
こ
っ
た
変
化
が
︑
そ
れ

ま
で
国
民
国
家
の
政
治
的
な
動
機
に
左
右
さ
れ
て
い
た
と
批
判
さ
れ
て
き
た
日

本
研
究
を
︑
ど
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
識
生
産
体
系
と
し
て
の
日
本
研
究

と
し
て
再
構
想
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
い
︒

　
国
民
国
家
（
そ
の
歴
史
︑
社
会
︑
文
化
︑
言
語
）
を
研
究
対
象
と
す
る
日
本
研

究
の
よ
う
な
学
問
分
野
に
お
い
て
︑「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
可
能
性
を
探
る
と
い

う
の
は
筋
違
い
で
は
な
い
か
︑
そ
う
し
た
可
能
性
は
︑
社
会
学
や
哲
学
と
い
っ

た
︑
普
遍
的
な
対
象
を
扱
い
︑
地
域
性
に
縛
ら
れ
な
い
学
問
分
野
の
ほ
う
が
見

つ
け
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
直
感
的
に
は
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か

し
後
述
す
る
よ
う
に
︑
従
来
の
日
本
内
外
の
日
本
研
究
は
︑
近
代
の
学
問
・
教

育
の
基
盤
で
あ
っ
た
人
文
学
の
本
質
が
具
現
し
た
も
の
で
あ
り
︑
国
民
国
家
︑

な
い
し
他
の
排
他
的
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
な
が
ら
も
︑
人
文
主
義

日
本
研
究
の
未
来

―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
識
生
産
体
系
へ
の
参
入
―
―

鍾
　
以
江
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と
い
う
普
遍
理
想
に
鼓
舞
さ
れ
て
︑
近
代
の
知
識
生
産
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
︒

本
論
で
は
︑
日
本
研
究
の
そ
う
し
た
普
遍
理
想
の
意
義
を
︑
日
本
の
内
外
で
進

行
し
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
や
制
度
上
の
現
実
の

力
学
に
即
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
可
能
性
─
─
現
在

急
速
に
顕
現
し
つ
つ
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
学
術
世
界
の
実
践
の
中
で
実
現
さ
れ

得
る
︑
国
民
国
家
の
枠
を
超
え
た
新
し
い
意
識
と
知
識
の
様
態
の
可
能
性
─
─

を
探
っ
て
み
た
︒

　
こ
の
歴
史
上
全
く
新
し
い
可
能
性
を
理
解
す
る
鍵
は
︑
近
代
の
知
識
生
産
の

二
つ
の
主
要
な
特
徴
を
知
る
こ
と
に
あ
る
︒
第
一
に
︑
人
文
研
究
に
は
︑
近
代

的
知
識
生
産
を
世
界
規
模
で
実
現
さ
せ
て
き
た
普
遍
範
疇
と
し
て
の
人
間
性

（
フ
マ
ニ
タ
ス
）
の
研
究
と
い
う
性
格
と
︑（
近
代
的
知
識
の
構
想
と
生
産
を
担
っ

て
き
た
）
特
殊
・
排
他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
と
い
う
性
格
と
の
間
に
︑

最
初
か
ら
テ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
︒
第
二
に
︑
近
代
の
人
文
学
は
最
初
か
ら

「
知
る
人
間
」
と
し
て
の
フ
マ
ニ
タ
ス
と
︑「
知
る
対
象
」
と
し
て
の
ア
ン
ト
ロ

ポ
ス
（「
他
者
」）
と
の
テ
ン
シ
ョ
ン
を
抱
え
込
ん
で
お
り
︑
こ
れ
も
近
代
人
文

学
の
知
識
生
産
の
基
底
に
あ
る
認
識
論
的
原
理
の
一
つ
と
な
っ
た
︒
日
本
研
究

が
︑
普
遍
的
人
間
性
︱
国
民
性
研
究
と
フ
マ
ニ
タ
ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
と
い
う

二
重
の
対
立
構
図
の
中
に
あ
る
こ
と
を
よ
り
明
瞭
に
理
解
す
る
に
は
︑
十
八
世

紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
ま
で
遡
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒

　

人
文
主
義
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
、
国
民
国
家

　
人
文
主
義
（H

um
anism

us

）
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
登
場
し
た
の
は
︑
十
八

世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ド
イ
ツ
の
学
者

た
ち
が
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
教
育
に
お
け
る
古
典
研
究
の
重
視
を
指
し
て
言
っ

た
言
葉
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
根
底
に
︑
人
間
の
あ
ら

ゆ
る
美
徳
が
十
全
に
発
達
し
た
状
態
を
意
味
す
る
フ
マ
ニ
タ
ス
と
い
う
概
念
が

あ
る
と
考
え
た
︒
そ
し
て
自
分
た
ち
の
学
問
を
そ
れ
に
準
な
ぞ
ら

え
て
新
人
文
主
義

（N
euhum

anism
us

）
と
称
し
た
︒
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
︑
人
々
の
関
心
が
神

か
ら
人
へ
と
重
心
を
移
し
た
と
い
う
新
人
文
主
義
者
た
ち
の
理
解
に
よ
っ
て
︑

ま
だ
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
個
人
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
そ
れ
が
完
全
で
自
律
的
な
「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
成
長
し
て
い
く
に

は
十
八
世
紀
後
半
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
古
典
的
自
由
主
義
を
理
論
化

し
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
や
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は
︑
個
人
を
︑
一
定

の
権
利
を
持
つ
と
同
時
に
学
問
と
文
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
義
務
を
要
求
さ

れ
る
存
在
と
し
て
構
想
し
（G

rafton 2010 , 465

）︑
個
人
の
概
念
の
発
達
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
や
ヨ
ハ

ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
テ
︑
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ

ラ
ー
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
の
新
人
文
学
者
た
ち
は
︑
そ
う
し
た
個
人
概
念
の
重
要

性
を
強
調
し
た
︒
伝
統
的
な
宗
教
に
も
は
や
希
望
を
持
て
な
く
な
っ
て
い
た
彼
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

ら
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ャ
世
界
を
霊
感
の
源
と
し
て
理
想
化
し
︑
そ
こ
に
美
と
調

和
へ
の
愛
を
見
い
だ
し
た
︒
こ
う
し
て
人
間
は
︑
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
の
枠
組

み
が
な
く
と
も
︑
自
分
自
身
の
内
面
に
お
け
る
徳
と
美
の
完
成
に
専
心
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（G

rafton 2010 , 

藤
田
　
一
九
九
八
：

一
一
六
九
）︒

　
こ
う
し
た
徳
と
美
の
追
求
が
︑
ド
イ
ツ
語
で
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
（B

ildung

）
と

し
て
概
念
化
さ
れ
︑
十
八
世
紀
末
ま
で
に
は
︑
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
哲
学
的
︑
政
治
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
よ
う
に

な
り
（Jam

es A
. G

ood

）︑
心
を
因
習
や
迷
信
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
も
の
と
し

て
︑
そ
し
て
つ
い
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
哲
学
を
介
し
て
︑
普
遍
的
な
世
界

精
神
を
実
現
さ
せ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
は
︑
個
人
の
精
神
的
発
展
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
人
類
社
会
の
自

己
発
展
を
も
意
味
し
た
︒
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
は
︑
満
足
感
と
達
成
感
を
も
た
ら
す

活
動
を
発
見
す
る
こ
と
で
自
分
の
才
能
を
見
い
だ
す
と
い
っ
た
︑
自
己
に
対
す

る
理
解
を
必
要
と
す
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
高
の
達
成
と
見
な
し
た
の
は
︑
社
会

的
な
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
哲
学
と
教
育

は
実
質
的
に
同
義
と
な
り
︑
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
は
個
人
的
で
あ
る
と
と
も
に
文
化

的
な
成
熟
の
度
合
い
を
示
す
も
の
と
な
る
（Jam

es A
. G

ood

）︒
個
人
と
文
化
・

社
会
が
交
錯
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
個
人
を
因
習
か
ら
解
放
す
る

よ
う
に
︑
ド
イ
ツ
人
を
前
近
代
的
政
治
体
制
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
忠
誠
を
誓
う

封
建
的
な
小
領
邦
群
）
か
ら
解
放
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
出
て
く
る
よ
う
に

な
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
個
人
と
そ
の
完
成
と
い
う
普
遍
的
な
理
論
が
︑
ド

イ
ツ
国
民
と
ド
イ
ツ
国
家
と
い
う
個
別
・
排
他
的
な
考
え
と
結
び
つ
い
た
の
で

あ
る
︒

　
実
際
︑
十
九
世
紀
初
期
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
や
ヨ
ハ

ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ
と
い
っ
た
プ
ロ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
︑
こ

う
し
た
考
え
を
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
移
植
し
︑
人
文
的
・
個
人
主
義
的
な
価
値

観
の
推
進
︑
教
育
と
研
究
の
統
合
︑
研
究
・
学
問
の
自
由
の
制
度
化
を
果
た
そ

う
と
し
た
背
景
に
は
︑
一
八
〇
六
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
お
け
る
プ
ロ
シ
ア

の
敗
北
が
あ
っ
た
︒
敗
戦
の
原
因
は
︑
プ
ロ
シ
ア
の
民
衆
に
国
を
守
る
と
い
う

熱
情
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
︑
つ
ま
り
ド
イ
ツ
国
民
の
未
形
成
に
あ
る
と
さ
れ

た
︒
ド
イ
ツ
国
民
を
形
成
す
る
に
は
三
つ
の
大
き
な
事
業
─
─
軍
隊
の
再
建
︑
憲

法
の
制
定
︑
国
民
教
育
─
─
が
必
要
だ
と
彼
ら
は
考
え
た 

（
曽
田
　
二
〇
〇
五
）︒

こ
の
よ
う
に
し
て
新
人
文
主
義
は
︑
国
民
国
家
の
創
成
時
か
ら
︑
教
育
を
通
じ

た
国
民
形
成
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
︒
新
人
文
主
義
の
教
育
者
で
あ
っ

た
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヤ
ッ
ハ
マ
ン
は
︑
一
八
一
二
年
に
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒「
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
形
成
が
成
長
す
べ
き
で
あ
れ
ば
︑
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
全
学
校
制
度
は
人
間
形
成
の
最
高
の
目
的
の
同
一
の
源
泉
か
ら
導

き
だ
さ
れ
︑
国
民
性
の
根
源
的
な
土
壌
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

た
だ
唯
一
の
人
間
性
が
存
在
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
完
結
し
た
全
体

で
あ
る
」（
曽
田
　
二
〇
〇
五
︑
一
三
二
）︒
そ
し
て
国
民
的
教
育
が
人
間
形
成
を

最
高
の
目
標
と
す
る
普
遍
理
想
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
─
─
「
自
ら
の
目
的
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を
世
界
か
ら
借
り
る
の
で
は
な
く
︑
逆
に
自
ら
を
世
界
の
目
的
と
見
な
し
︑
人

類
の
最
高
の
目
的
を
目
指
し
て
努
力
し
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
普
遍

的
な
性
格
を
持
つ
学
校
の
み
が
︑
人
類
を
真
実
に
養
成
す
る
学
校
と
な
る
」

（
同
前
）︒

　
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
概
念
の
確
立
に
尽
力
し
た
フ
ン
ボ
ル
ト
は
︑
一
八
一
〇
年

に
近
代
教
育
の
頂
点
を
な
す
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
創
立
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
た
︒
彼
は
大
学
を
︑
国
民
文
化
を
体
現
す
る
最
も
高
貴
な
組
織
と
見
な
し
︑

大
学
の
学
問
を
︑
未
解
明
の
問
題
の
絶
え
ざ
る
探
求
と
定
義
し
た
︒「
大
学
と

全
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
形
成
に
際
し
て
重
要
な
の
は
博
識
だ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ

そ
れ
に
よ
っ
て
全
学
科
と
そ
の
研
究
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
で
あ
り
︑
つ
ま

り
頭
脳
に
と
っ
て
実
り
豊
か
に
な
る
よ
う
な
精
神
で
あ
る
」（
曽
田
　

二
〇
〇
五
︑一
三
三
︱
一
三
四
）︒
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
の
学
問
は
︑
個
人
の
精

神
形
成
を
目
指
す
と
同
時
に
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
実
社
会
で
活
動
で
き
る
市
民

と
し
て
の
能
力
を
培
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
フ
マ
ニ
タ
ス
の
普
遍
理
想
と
国
民
形
成
の
交
差
に
よ
っ
て
︑
ド
イ
ツ
で
発
展

し
た
人
文
学
の
概
念
は
︑
国
民
国
家
が
個
人
と
社
会
の
発
達
モ
デ
ル
を
作
る
上

で
最
適
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
︒
人
文
主
義
︱
国
民
国
家
の
ネ
ク
サ
ス
に
︑

理
想
主
義
的
な
︑
精
神
を
高
揚
さ
せ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
︒
そ
れ
が
︑
国
民
ご
と
に
個
別
的
で
あ
り
な
が
ら
も
類
似
し
た
近
代
教

育
制
度
（
国
民
史
︑
文
学
︑
言
語
学
︑
民
俗
誌
等
）
が
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
っ

た
理
由
で
あ
る
︒
理
想
的
な
個
人
（
市
民
）
の
養
成
を
︑
国
民
創
成
と
い
う
実

際
的
で
具
体
的
な
目
的
に
振
り
向
け
る
こ
と
は
論
理
的
に
は
整
合
し
な
い
が
︑

現
実
の
歴
史
に
お
い
て
は
相
互
依
存
し
て
き
た
︒
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
末
に
か

け
て
︑
こ
の
学
術
・
教
育
の
モ
デ
ル
は
︑
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
︑
ア
メ
リ
カ
︑

そ
し
て
日
本
に
も
導
入
さ
れ
た
︒
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
の
衣
鉢
を
継

い
だ
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
︑
そ
の
著
作
『
教
養
と
無
秩
序
』
で
︑
深
い

文
化
理
解
を
生
み
だ
し
︑
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
つ
ま
り
人
格
の
高
尚
化
に
自
然
に
導

く
教
育
理
想
を
掲
げ
た
（H

arpham
 2011 , 85

）︒
ア
ー
ノ
ル
ド
と
と
も
に
人
文

主
義
は
次
第
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
人
文
学
に
変
容
し
て
い
き
︑
大
学
の
教
養
教

育
（
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教
育
）
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
（H

arpham
 2011 , 

85 -86 ,
 

ド
ゥ
ア
ラ
　
二
〇
一
四
）︒
日
本
の
場
合
は
︑
一
八
八
〇
年
代
に
全
国
的

に
実
施
さ
れ
た
近
代
的
教
育
制
度
を
強
化
す
る
た
め
︑
人
文
主
義
︱
国
民
国
家

の
ネ
ク
サ
ス
が
導
入
さ
れ
︑
日
本
語
で
語
り
直
さ
れ
た
︒
こ
の
教
育
制
度
を
創

成
し
た
中
心
人
物
で
あ
る
︑
初
代
文
部
大
臣
︑
森
有
礼
（
一
八
四
七
︱
一
八
八

九
）
は
︑
中
等
学
校
の
教
科
書
に
︑「
人
間
究
竟
ノ
目
的
ハ
︑
道
理
ニ
遵
イ
︑ 

完
全
ナ
ル
人
タ
ラ
ン
ヿ
ヲ
求
ム
ル
ニ
ア
リ
」（
森
　
一
九
七
二
︑
四
二
五
）
と
西

洋
的
フ
マ
ニ
タ
ス
の
理
想
を
記
し
て
い
る
︒

　
フ
マ
ニ
タ
ス
は
︑
到
達
不
能
な
究
極
の
存
在
で
あ
る
神
と
の
関
係
を
問
う
宗

教
的
な
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
︑
人
間
的
な
る
も
の
の
普
遍
的
本
質
を
究

明
し
よ
う
と
す
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
人
間
に
よ
る
人
間
的
な
知
識
の
追
求
に

よ
っ
て
︑
人
間
の
本
性
で
あ
る
フ
マ
ニ
タ
ス
が
成
就
す
る
と
考
え
た
︒
し
か
し

自
己
言
及
的
な
知
識
で
あ
る
フ
マ
ニ
タ
ス
は
︑
神
を
意
識
か
ら
外
し
て
し
ま
う
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

と
︑
何
か
外
在
的
な
参
照
対
象
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
︒
西
洋
人
が
神
か

ら
離
れ
た
一
つ
の
背
景
に
は
︑
世
界
中
に
植
民
地
を
拡
大
し
て
い
く
過
程
で
遭

遇
し
た
未
知
の
文
化
と
社
会
が
あ
っ
た
︒
こ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
︑
自
己
を
知

る
こ
と
で
自
己
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
フ
マ
ニ
タ
ス
と
︑
知
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
己
に
な
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
︑
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
︑
根
本

的
に
非
対
称
の
関
係
が
生
じ
た
︒
こ
れ
は
複
雑
な
歴
史
的
形
成
過
程
に
対
す
る

非
常
に
簡
略
な
説
明
で
あ
る
が
︑
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
は
人
類
学
的
知
識
の
対
象
で

あ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
一
方
フ
マ
ニ
タ
ス
は
︑
外
か
ら
は
定

義
さ
れ
ず
に
︑
す
べ
て
の
知
識
の
主
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
形
成
し
よ

う
と
す
る
（Sakai 2010 , N

ishitani 2006

）︒
そ
し
て
や
が
て
︑
こ
の
フ
マ
ニ
タ

ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
対
立
構
図
は
︑
西
洋
︱
非
西
洋
と
い
う
本
質
的
に
異
質

と
さ
れ
た
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
重
な
っ
て
い
く
︒
十
九
世
紀
に
は
こ
の
二
重

の
認
識
論
的
体
系
が
︑
学
問
諸
分
野
に
お
け
る
知
識
生
産
の
流
通
の
デ
フ
ォ
ル

ト
と
な
り
︑
そ
れ
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
︒
社
会
学
︑
経
済
学
︑
政
治
学
は
︑

西
洋
に
よ
る
自
己
知
識
と
し
て
の
フ
マ
ニ
タ
ス
で
あ
り
︑
一
方
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
や
人
類
学
は
︑
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
︑
す
な
わ
ち
西
洋
に
と
っ
て
の
「
他
者
」

を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
（M

asuzaw
a 2005 , 15 -17

）︒

戦
後
の
日
本
研
究
と
近
代
化
論

　
戦
後
の
日
米
の
日
本
研
究
は
︑
日
本
を
知
識
の
対
象
と
し
て
客
体
化
し
︑
フ

マ
ニ
タ
ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
関
係
と
フ
マ
ニ
タ
ス
︱
国
民
国
家
関
係
と
を
ま
さ

に
体
現
す
る
形
で
行
わ
れ
て
き
た
︒
冷
戦
期
に
は
︑
強
大
な
軍
事
力
に
裏
打
ち

さ
れ
た
︑
国
民
形
成
に
お
い
て
優
越
し
た
国
家
が
︑
新
興
国
に
対
し
て
近
代
化

の
設
計
図
を
押
し
つ
け
る
─
─
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ
は
こ
れ
を
国
民

国
家
に
よ
る
新
し
い
形
の
帝
国
主
義
と
呼
ん
だ
─
─
こ
と
が
一
般
化
す
る
歴
史

的
文
脈
が
形
成
さ
れ
た
（D

uara 2010

）︒
日
米
関
係
に
も
こ
の
新
帝
国
主
義
が

反
映
し
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
は
︑
日
本
を
経
済
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
︑
日
本
ば

か
り
で
な
く
近
隣
地
域
に
安
定
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
た
︒
同
時
に
日
本
を
︑

貧
困
に
よ
っ
て
起
こ
る
危
険
が
高
ま
る
共
産
化
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
機
能

さ
せ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
い
た
︒
西
洋
的
な
自
由
資
本
主
義
に
よ
っ
て
現
実
に

ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
達
成
で
き
る
か
を
示
す
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
日
本
を
仕
立
て

る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
適
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
一
九
五
〇
年
代
以
降
の

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
研
究
は
︑
自
由
民
主
主
義
的
な
近
代
化
論
を
奉
じ
︑

ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
が
こ
れ
ほ
ど
近
代
化
に
成
功
し
発
展
し
た
か
を
示
す
こ

と
を
日
本
研
究
の
向
か
う
べ
き
方
向
と
し
た
︒
政
治
的
な
力
学
の
働
い
た
こ
う

し
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
よ
っ
て
︑
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
研
究
の
他
の

研
究
課
題
や
関
心
は
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
︒

　
戦
後
の
日
本
研
究
に
お
い
て
︑
研
究
課
題
を
見
つ
け
て
は
そ
れ
を
日
本
と
い

う
対
象
に
一
方
的
に
押
し
付
け
た
こ
と
は
︑
フ
マ
ニ
タ
ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の

構
図
の
表
れ
で
あ
る
︒
地
域
研
究
と
い
う
学
問
自
体
に
︑
政
治
的
︑
戦
略
的
思

惑
が
働
い
て
い
る
以
上
︑
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
も
︑
知
る
主
体
と
し
て
の
フ
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マ
ニ
タ
ス
と
知
ら
れ
る
客
体
と
し
て
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
差
別
化
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
こ
三
十
年
間
︑
研
究
者
た
ち
は
︑
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン

ダ
と
連
動
し
た
知
識
生
産
と
し
て
の
地
域
研
究
︑
特
に
日
本
研
究
を
一
貫
し
て

批
判
し
て
き
た
（D

ow
er 1975 , H

arootunian 2000 , M
iyoshi and H

arootunian 

2002 ,

　
酒
井
　
二
〇
〇
八
）︒
そ
の
批
判
を
こ
こ
に
改
め
て
繰
り
返
す
こ
と
は
し

な
い
が
︑
一
つ
だ
け
ア
ジ
ア
研
究
に
お
け
る
戦
略
モ
ー
ド
の
知
識
生
産
と
し
て

の
フ
マ
ニ
タ
ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
的
分
断
に
関
す
る
酒
井
直
樹
の
簡
潔
で
犀
利

な
分
析
を
引
用
し
て
お
き
た
い
─
─
「
ア
ジ
ア
的
な
も
の
は
︑〈
異
質
ゆ
え
に

ア
ジ
ア
的
〉
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
学
問
的
な
注
意
を
引
い
た
︒

し
た
が
っ
て
西
洋
の
優
越
を
前
提
と
す
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
︑〈
わ
れ
わ
れ
と

は
異
質
だ
〉
と
い
う
こ
と
と
〈
ア
ジ
ア
的
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
︑
人
類
学

的
身
振
り
の
中
で
︑暗
黙
裡
に
同
義
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
」（Sakai 

2010 , 457

）︒

　
日
本
で
は
︑
丸
山
眞
男
と
大
塚
久
男
に
代
表
さ
れ
る
︑
日
本
の
民
主
主
義
と

近
代
化
に
つ
い
て
の
戦
後
の
自
己
省
察
的
な
学
問
は
︑
市
民
と
し
て
の
近
代
的

個
人
の
形
成
に
永
続
的
な
関
心
を
保
つ
と
こ
ろ
に
︑
フ
マ
ニ
タ
ス
的
性
格
が
顕

著
で
あ
る
︒
丸
山
と
大
塚
の
日
本
研
究
は
︑
日
本
民
族
の
個
別
性
を
自
明
視
し

な
が
ら
も
︑
西
洋
を
日
本
の
民
主
主
義
と
近
代
化
が
向
か
う
目
標
と
す
る
点
で
︑

（
天
皇
の
扱
い
は
大
き
く
異
な
る
と
し
て
も
）
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
同
様
︑
ア

メ
リ
カ
の
近
代
化
論
的
日
本
研
究
と
通
底
し
て
い
る
︒

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ポ
ス
ト
地
域
研
究

　
冷
戦
の
終
結
後
︑
自
由
民
主
主
義
的
理
論
に
代
わ
っ
て
︑
新
自
由
主
義
的
偏

向
を
持
つ
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
経
済
理
論
が
興
っ
て
き
た
︒
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
︑
事
実
記
述
的
と
い
う
よ
り
は
指
向
的
な
理
論

で
あ
り
︑
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
的
な
新
自
由
主
義
的
鋳
型
に
よ
っ
て
︑
新
し
い

グ
ロ
ー
バ
ル
な
体
制
作
り
の
た
め
の
政
治
・
経
済
的
指
向
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い

る
（A

ntonio 2007

）︒
一
九
九
〇
年
代
に
︑
冷
戦
下
で
自
国
の
安
全
保
障
に
腐

心
す
る
国
家
か
ら
︑
地
理
的
な
境
界
線
に
と
ら
わ
れ
ず
に
利
益
を
追
求
す
る
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
企
業
へ
の
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
が
生
じ
た
（C

um
m

ings 

2000

）︒
確
か
に
国
民
国
家
自
体
は
衰
退
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
今
な
お
社
会
・

経
済
的
変
化
を
生
み
だ
す
キ
ー
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
続
け
て
お
り
︑
グ
ロ
ー

バ
ル
資
本
主
義
と
言
っ
て
も
国
民
国
家
の
世
界
体
制
の
枠
内
で
機
能
し
て
い
る

わ
け
で
︑
国
民
国
家
に
お
け
る
平
和
︑
公
正
︑
成
長
・
発
展
と
い
う
文
化
的
要

請
は
大
体
に
お
い
て
従
来
通
り
の
や
り
方
で
保
た
れ
て
い
る
︒
し
か
し
重
要
な

の
は
︑
冷
戦
の
終
結
に
伴
っ
て
︑
そ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
新
し
い

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
─
─
社
会
や
国
家
の
多
文
化
性
と
多
様
性
を
認
め
︑
様
々
な
表

象
様
式
（
国
籍
︑
階
級
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
）
を
選
び
な
が
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
差
異
化
し
て
い
く
こ
と
を
認
め
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
─
─
が
現
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
だ
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

　
同
時
に
︑
一
九
九
九
年
の
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
会
議
で
世
界
中
か

ら
集
ま
っ
た
様
々
な
グ
ル
ー
プ
の
大
規
模
な
抗
議
行
動
や
︑
近
年
世
界
各
地
で

見
ら
れ
た
占
拠
（
オ
キ
ュ
パ
イ
）
運
動
は
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
反
グ

ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
を
象
徴
す
る
運
動
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
声
高
な
反
対
運

動
以
外
に
も
︑
い
わ
ゆ
る
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
の
新
自
由
主
義

的
ド
ク
ト
リ
ン
に
対
す
る
様
々
な
角
度
か
ら
の
批
判
が
多
く
見
ら
れ
た
︒
ま
た

主
に
国
内
の
産
業
と
市
場
を
守
る
と
い
う
（
そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
な
）
動
機
か

ら
の
も
の
で
は
あ
っ
た
が
︑
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
に
対

す
る
日
本
に
お
け
る
強
い
反
対
運
動
も
こ
の
系
列
に
入
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な

い
︒
こ
う
し
た
歴
史
的
な
変
化
を
考
え
る
際
に
は
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
主
観
的
・
文
化
的
な
次
元
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
問
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
識
が
存
在
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
新
自
由

主
義
的
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
批
判
的
な
立
脚
点
に
な
る
だ

ろ
う
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
識
と
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
ト
マ

ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
説
く
「
フ
ラ
ッ
ト
な
世
界
」
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
／
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
代
表
さ
れ
る
︑
新
自
由
主
義
経
済
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
均
質
性
や
仮
想
的
な
平
等
を
是
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
社
会
的
経
済
的
な
不

平
等
を
批
判
し
な
が
ら
も
︑
異
種
混
淆
を
祝
い
︑
そ
れ
を
擁
護
す
る
意
識
で
あ

る
︒
そ
れ
が
︑
経
済
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
主
因
で
は
な
く
と
も
一

つ
の
推
進
力
に
な
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
逆
な
の
か
︑
あ
る
い
は
意
識
と

現
象
と
の
間
に
弁
証
法
的
な
交
差
が
あ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
し
か

し
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
あ
る
事
象
を
生
起
さ
せ
得
る
基
本
条
件
を
取
り
込
ん
だ
意

識
を
持
つ
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
そ
う
い
う
意
識
を

持
つ
こ
と
が
︑
あ
る
変
化
を
惹
起
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
率
先
し
て
加
わ
る

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
ポ
ス
ト
冷
戦
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
条
件
下
で
︑
資
本
主
義
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
国
民
国
家
の
制
度

的
・
認
識
的
枠
組
み
を
超
克
す
る
と
ま
で
は
言
わ
な
く
て
も
︑
そ
れ
を
相
対
化

で
き
る
よ
う
な
新
し
い
意
識
の
可
能
性
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
問
い
が
有
意
義
な
の
で
あ
る
︒

　
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
に
お
け
る
近
代
化
論
は
︑
ず
っ
と
政
治
的
な
ア
ジ
ェ

ン
ダ
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
︑
こ
こ
二
〇
年
間
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
リ
ズ
ム
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︑
さ
ら
に
は
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
が
盛
況
と
な
っ
て
︑
日
本
研
究
に
多
く
の
知
見
と
活
気
を
も
た
ら
し

た
︒
こ
れ
ら
の
理
論
的
洞
察
か
ら
学
ん
だ
研
究
者
た
ち
は
︑
学
術
研
究
に
お
け

る
政
治
性
に
つ
い
て
の
内
省
的
意
識
を
広
く
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の

意
識
は
︑
自
己
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
主
体
と
し
て
の
フ
マ
ニ
タ
ス
の
自
己
意

識
に
似
て
い
る
︒
最
近
の
二
十
年
の
日
本
研
究
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
民

国
家
と
い
う
︑
ま
さ
に
近
代
の
本
質
を
な
す
政
治
権
力
に
特
色
づ
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
自
覚
し
︑
そ
れ
を
批
判
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ

の
批
判
は
︑
近
代
化
論
の
基
本
的
な
想
定
（
国
民
社
会
）
を
問
い
直
す
︒
そ
の

意
味
で
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
（「
失
わ
れ
た
二
十
年
」）
は
︑
学
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術
の
世
界
に
意
義
深
い
展
開
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
こ
の
時
期
は
︑

ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
入
学
し
て
く
る
非
西
洋
諸
国
の
学
生
が
次
第
に
増
加
し
︑

教
室
が
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
き
た
時
期
と
重
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
︑
文
化
的
な
変
化
は
︑
地
域
研
究
の
地
平
を
︑

国
民
国
家
の
戦
略
的
利
害
志
向
か
ら
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
向
き
直

さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
二
〇
一
五
年
五
月
の
国
際
教
育
交
流
会
議
（
Ｎ
Ａ
Ｆ

Ｓ
Ａ
）
の
年
次
大
会
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
教
育
省
長
官
ア
ー
ン
・
ダ
ン
カ
ン
は
︑

国
際
教
育
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
姿
勢
を
︑
地
域
研
究
に
言
及
し
な
が
ら

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒「
二
十
一
世
紀
に
あ
っ
て
は
︑
質
の
高
い
教
育
は

国
際
教
育
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
て
私
た
ち
は
国
際
教
育
戦
略
を
策
定
し

ま
し
た
︒
ア
メ
リ
カ
教
育
省
に
国
際
的
な
未
来
に
目
を
向
け
て
も
ら
う
た
め
で

す
︒
私
た
ち
は
海
外
留
学
︑
地
域
研
究
︑
外
国
語
学
習
を
支
援
し
続
け
て
い
き

ま
す
︒（
中
略
）
ア
メ
リ
カ
の
大
学
卒
業
生
が
世
界
に
伍
し
て
い
け
る
だ
け
で

な
く
︑
違
っ
た
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
々
と
協
働
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
の

重
要
性
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
増
し
て
い
ま
す
」（N

A
FSA

 w
ebsite

）︒
言
う
ま
で

も
な
く
︑
ダ
ン
カ
ン
は
︑
国
家
の
視
点
か
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要

性
を
語
っ
て
お
り
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
文
脈
に
お
い
て
︑
ど

の
よ
う
に
国
際
的
教
育
が
ア
メ
リ
カ
の
国
力
を
増
強
さ
せ
得
る
か
が
彼
の
関
心

事
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ポ
ス
ト
冷
戦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
下
に
︑
教

育
の
新
た
な
方
向
づ
け
の
意
識
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
︑
注
目
に
価
す
る
︒

　
こ
う
し
た
変
化
に
よ
っ
て
︑
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
地
域
研
究
を
特
色
づ
け
て

い
た
フ
マ
ニ
タ
ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
基
盤
は
少
し
ず
つ
掘
り
崩
さ
れ
て
い
く

可
能
性
が
あ
り
︑
ま
た
現
に
掘
り
崩
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
地
域
研
究
に
内
在
し

て
い
た
政
治
性
の
問
い
直
し
作
業
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
︑
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
研
究
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
︑
そ
れ
に
ア

メ
リ
カ
の
大
学
の
教
員
・
学
生
の
民
族
的
多
様
性
の
増
大
と
手
を
携
え
て
進
ん

で
き
た
︒
こ
う
し
た
変
化
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
合
致
し
た
フ
マ
ニ
タ
ス

─
─
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
人
類
を
分
断
す
る
の
で
は
な
く
︑
繫
い
で
い
く
フ
マ

ニ
タ
ス
─
─
を
構
想
す
る
た
め
の
研
究
条
件
が
次
第
に
整
っ
て
き
た
現
れ
だ
と

言
え
よ
う
︒
そ
れ
を
さ
ら
に
後
押
し
す
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
変
化
─
─

研
究
者
の
移
動
の
増
大
︑
大
学
の
組
織
的
な
適
応
（
例
え
ば
︑
学
部
再
編
・
新

設
な
ど
）︑
外
国
人
研
究
者
の
受
け
入
れ
・
雇
用
︑
大
学
の
国
際
的
な
進
出
︑

研
究
・
教
育
に
お
け
る
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
と
し
て
の
（
文
化
的
中
立
性
を
増

し
て
き
た
）
英
語
の
使
用
─
─
が
︑
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
く
世
界
中
の
大
学
・

学
術
組
織
で
︑
日
本
研
究
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
に
お
い
て
起
こ
り
つ
つ

あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
大
学
も
北
米
の
地
理
的
境
界
を
越
え
て
︑
他
の
大
陸
の
大

学
と
の
人
的
交
流
や
共
同
研
究
を
増
強
さ
せ
つ
つ
あ
る
が
︑
様
々
な
学
問
領
域

の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
が
ア
ジ
ア
︑
殊
に
︑

日
本
︑
韓
国
︑
中
国
︑
台
湾
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
大
学
に
お
い
て
で
あ
る
︒
そ

の
一
つ
の
重
要
な
側
面
が
外
国
人
教
員
の
採
用
で
あ
る
︒
欧
米
の
博
士
号
を
持

つ
多
く
の
若
い
研
究
者
が
︑
ア
ジ
ア
の
大
学
に
就
職
し
︑
ア
ジ
ア
の
大
学
は
彼
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ら
を
教
育
の
国
際
化
を
進
め
る
と
い
う
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
応
え
る
も
の
と
し
て
歓

迎
し
受
け
入
れ
て
い
る
︒
彼
ら
は
英
語
を
話
し
︑
程
度
に
多
少
の
差
は
あ
れ
フ

マ
ニ
タ
ス
を
根
底
と
す
る
西
洋
の
学
術
文
化
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
（
最
近
の
欧
米
で
︑
人
文
・
社
会
科
学
に
対
す
る
予
算
が
削
減
さ
れ
︑
知
識
生

産
の
基
盤
と
し
て
の
フ
マ
ニ
タ
ス
の
地
位
が
浸
食
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
な
こ
と
で

あ
る
が
）︒
こ
の
よ
う
に
︑
ア
ジ
ア
の
大
学
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
︑
人
文

主
義
の
伝
統
を
共
有
す
る
西
洋
式
の
教
育
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
ア
ジ
ア
の
大
学
で

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
大
学
の
針
路
を
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
方
向
に
切
り
替
え
︑
教
育
・
研
究
の
協
働
性
を
増
大
さ
せ
て
い
け
ば
︑
こ
れ

ま
で
世
界
の
様
々
な
地
域
に
局
在
し
分
断
さ
れ
て
い
た
教
育
分
野
を
相
互
に
結

び
け
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
︒
跼
蹐
さ
せ
ら
れ
て
い
た
フ
マ
ニ
タ
ス

の
概
念
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
平
で
刷
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
世
界
の
教
育
を

繫
ぐ
潜
在
力
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
フ
マ
ニ
タ
ス
︱
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
の
テ
ン
シ
ョ

ン
を
体
現
し
て
い
る
研
究
者
た
ち
が
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
脈
の
中
で

教
育
・
研
究
に
従
事
す
る
中
で
︑
そ
の
テ
ン
シ
ョ
ン
を
外
部
化
し
最
終
的
に
取

り
消
す
こ
と
が
彼
ら
の
負
う
べ
き
責
任
で
あ
ろ
う
︒

　

失
わ
れ
た
二
十
年
と
教
育
改
革
、
日
本
研
究
の
再
構
築

　「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
は
︑
日
本
政
府
が
大
学
入
学
年
齢
層
の
減
少
と
︑
長

期
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
日
本
の
大
学
の

競
争
力
の
低
下
傾
向
に
対
処
す
る
た
め
に
大
学
改
革
に
着
手
し
た
時
期
で
も

あ
っ
た
︒
ア
ー
ン
・
ダ
ン
カ
ン
の
声
明
に
呼
応
し
た
日
本
の
文
部
科
学
省
の
取

り
組
み
は
︑
世
界
が
相
互
の
繫
が
り
を
急
速
に
増
し
つ
つ
あ
る
政
治
・
経
済
・

文
化
の
世
界
史
的
な
展
開
の
大
き
な
波
に
日
本
も
乗
り
遅
れ
ま
い
と
す
る
試
み

の
一
つ
で
あ
る
︒
近
年
の
政
府
の
取
り
組
み
（
二
〇
〇
九
年
︑
二
〇
一
二
年
︑

二
〇
一
四
年
）
は
︑
予
算
の
制
約
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
中
で
︑
高
く
評
価

で
き
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒

　
二
〇
〇
九
年
に
は
︑
日
本
の
大
学
の
国
際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
︑

文
部
科
学
省
の
外
郭
団
体
で
予
算
の
助
成
配
分
を
担
当
し
て
い
る
日
本
学
術
振

興
会
は
︑
国
際
化
拠
点
整
備
事
業
（
Ｇ
30
）
を
発
表
し
た
︒
こ
れ
は
三
十
の
選

ば
れ
た
大
学
に
一
校
あ
た
り
四
億
円
を
上
限
と
し
て
国
際
化
推
進
の
た
め
の
予

算
を
五
年
間
支
給
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（JSPS w

ebsite

）
で
︑「
グ
ロ
ー
バ
ル

30
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
最
終
的
に
は
国

立
︑
私
立
合
わ
せ
て
十
三
大
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
み
が
採
択
さ
れ
た
︒
次
に

二
〇
一
二
年
に
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
推
進
事
業
と
い
う
二
の
矢
が
放
た

れ
︑
四
十
二
大
学
が
採
択
さ
れ
︑
毎
年
一
億
二
千
万
～
二
億
六
千
万
円
が
五
年

を
限
度
と
し
て
支
給
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
に
は
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ

ル
大
学
創
成
支
援
が
打
ち
だ
さ
れ
︑
国
際
化
へ
の
対
応
と
世
界
競
争
力
を
高
め

る
構
造
改
革
実
施
の
た
め
に
︑
三
十
七
大
学
に
毎
年
二
億
～
五
億
円
が
十
年
を

限
度
と
し
て
予
算
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
日
本
学
術
振
興
会
が
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
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大
学
の
構
造
改
革
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
︑
留
学
生
を
引
き
寄
せ
る
た
め
の
︑

英
語
で
講
義
が
行
わ
れ
る
科
目
︑
特
に
日
本
関
連
科
目
の
増
設
︑
教
員
組
織
に

お
け
る
多
様
性
と
英
語
話
者
を
増
や
す
た
め
の
外
国
人
教
員
の
採
用
︑
海
外
の

大
学
と
の
協
力
的
な
関
係
の
構
築
︑
国
際
的
な
教
育
・
研
究
活
動
の
定
常
化
な

ど
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
企
画
に
対
し
て
︑
そ
れ
で
は
「
英
語
帝
国
主
義
」
に
屈

す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
︑ 
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
過

性
の
流
行
に
乗
る
だ
け
の
も
の
で
実
質
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
よ

う
な
批
判
が
か
な
り
多
く
聞
か
れ
る
︒
し
か
し
日
本
の
大
学
︑
特
に
主
要
私
立

大
学
は
︑
政
府
の
発
議
に
積
極
的
に
応
じ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
財
政
を
主
に
授

業
料
に
依
存
し
て
い
る
私
立
大
学
は
︑
今
後
存
続
し
発
展
し
て
い
く
た
め
に
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
︒

　
日
本
の
大
学
は
改
革
の
一
環
と
し
て
︑
国
際
的
な
経
験
の
豊
か
な
︑
英
語
話

者
の
教
員
を
次
第
に
多
く
採
用
し
て
き
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
日
本
は
︑
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
大
学
の
構
築
を
進
め
て
い
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
足
並
み
を
揃

え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
日
本
研
究
で
博
士
号
を
取
得
し
た
研
究
者
た
ち
が
︑
そ

う
し
た
人
材
の
か
な
り
大
き
な
供
給
源
に
な
っ
て
い
る
︒
彼
ら
は
︑
英
語
圏
の

日
本
研
究
と
世
界
の
他
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
日
本
研
究
︑
そ
れ
に
日
本
で
行

わ
れ
て
い
る
日
本
語
に
よ
る
広
義
の
日
本
研
究
と
を
繫
ぐ
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
の
が
︑
前
述
の
︑
国
際
会
議
の
開

催
︑
教
育
・
研
究
交
流
︑
様
々
な
形
態
の
協
働
性
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
政

府
支
援
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
︒

　
日
本
の
大
学
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
国
家
主
導
で
あ
り
︑
グ
ロ
ー
バ

ラ
イ
ズ
す
る
経
済
に
お
い
て
日
本
の
競
争
力
を
増
そ
う
と
い
う
意
図
で
始
め
ら

れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
日
本
の
大
学
に
は
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
背
後
に
新
自
由
主
義
的
な
動
機
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
強
く
警
戒

す
る
姿
勢
が
し
っ
か
り
と
存
在
し
て
い
る
︒
新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
に
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
︑
日
本
の
大
学
は
︑
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
批
判
の
世
界
の
意
識
の
一
部
を
成
し
て
い
る
︒
し
か
し
日
本
民
族

と
そ
の
政
治
的
具
現
で
あ
る
国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
に
対
す
る
批
判
意
識
と

な
る
と
︑
う
っ
て
か
わ
っ
て
著
し
く
脆
弱
な
ま
ま
で
︑
日
本
と
い
う
国
家
︑
お

よ
び
人
文
主
義
︱
国
民
国
家
の
ネ
ク
サ
ス
に
対
す
る
批
判
的
な
考
察
が
行
わ
れ

て
い
る
と
い
う
明
確
な
徴
候
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
︒

　
そ
れ
で
も
現
在
生
起
し
て
い
る
変
化
は
歴
史
的
に
意
義
深
く
︑
様
々
な
潜
在

力
を
孕
ん
で
い
る
︒
そ
の
主
要
な
も
の
の
一
つ
は
︑
日
本
と
世
界
の
大
学
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
か
ら
生
じ
る
新
し
い
意
識
と
知
識
の
様
態
で
あ

ろ
う
︒
大
学
が
ど
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
を
見
せ
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
可
能
に
な
る
か
は
今
後
の
な
り
ゆ
き
を
見
る
し
か
な
い
が
︑
可
能
性
を
思
い

描
く
こ
と
の
重
要
性
︑
新
し
い
意
識
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
表
現
し
て
み
る

必
要
性
は
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
︒
近
代
の
教
育
史
と
知
識
生
産
に
付
き
ま

と
っ
た
人
文
学
︱
国
民
国
家
の
ネ
ク
サ
ス
を
持
続
的
に
批
判
し
て
い
け
ば
︑
こ

れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
思
考
と
想
像
力
を
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
に
し
て
い
た
資
本
主

義
と
国
家
の
軛
く
び
き
か
ら
幾
分
解
放
さ
れ
た
新
し
い
人
文
学
研
究
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
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そ
の
実
現
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
新
自
由
主
義
経
済
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
︑
そ
の
原
因
な
い
し
結
果
で
も
あ
る
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
名
で
括
ら
れ
る
様
々
な
事
象
と
の
間
に
弁
証
法
的
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認

識
す
れ
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
的
に
統
御
し
︑
わ
れ
わ
れ
が
定

め
る
目
標
に
向
か
っ
て
導
き
︑
現
実
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
お
そ
ら

く
は
誰
の
手
に
も
余
る
よ
う
な
世
界
史
的
う
ね
り
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る

わ
れ
わ
れ
は
︑
そ
の
中
に
あ
っ
て
限
ら
れ
た
力
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
を
決
め

る
自
由
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
手
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
︒
わ
れ
わ

れ
は
資
本
主
義
あ
る
い
は
国
民
国
家
を
倒
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
も
そ
も
資

本
主
義
あ
る
い
は
国
民
国
家
と
い
っ
た
も
の
を
定
義
す
る
こ
と
自
体
が
不
可
能

で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
の
は
︑
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
只
中
に
い
て
批
判

的
ス
タ
ン
ス
を
保
ち
続
け
る
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
︑

「
日
本
」
を
主
体
︑
客
体
︑
な
い
し
背
景
と
し
た
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
日
本
研
究

の
可
能
性
を
思
い
描
き
始
め
る
べ
き
時
代
に
も
う
入
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
れ

を
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
は
︑
わ
れ
わ
れ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
識
を
持
っ
た
日
本

研
究
者
自
身
に
掛
か
っ
て
い
る
の
だ
︒
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特
　集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
日
本
研
究
の
未
来

　

一
、「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
『
糞
礼
記
』

　
唐
突
で
あ
ろ
う
が
︑
日
本
の
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
論
じ
る
前
に
︑
ま
ず

は
一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
あ
る
韓
国
小
説
の
一
部
を
引
用
し
て
お
き
た
い
︒

糞
は
干
上
が
っ
て
黒
い
︒
糞
礼
は
も
う
一
つ
の
自
分
を
発
見
し
た
か
の
よ

う
に
嬉
し
が
る
︒
ぴ
た
り
と
寄
り
添
い
座
っ
て
は
︑
し
ば
ら
く
糞
を
み
つ

め
る
︒
糞
礼
は
鼻
を
当
て
て
み
る
︒
臭
い
が
な
い
︒
何
の
準
備
︑
生
命
も

な
い
︒
乾
い
た
草
だ
け
が
生
い
茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
侘
び
し
く
居
座
っ

て
い
る
糞
よ
︒
こ
こ
は
山
の
な
か
で
も
っ
と
も
み
す
ぼ
ら
し
く
︑
貧
窮
な

場
所
だ
︒
冬
を
越
し
︑
春
を
迎
え
た
木
や
草
は
溌
剌
と
躍
動
し
て
い
る
と

い
う
の
に
︒
糞
礼
は
自
分
の
糞
が
労
し
く
思
わ
れ
る
︒
労
し
い
か
ら
︑
そ

の
よ
う
に
ず
っ
と
座
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

1
）

︒

　
こ
れ
は
︑
当
時
二
十
代
半
ば
に
す
ぎ
な
か
っ
た
方
榮
雄
を
︑
一
躍
文
壇
の
寵

児
に
の
し
上
が
ら
せ
た
『
糞
礼
記
』
と
い
う
長
編
小
説
の
導
入
部
で
あ
る
︒

『
糞
礼
記
』
は
︑
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑「
石
糞
礼（

2
）

」
と
い
う
女
性

の
一
生
を
描
い
た
小
説
で
あ
り
︑
主
人
公
「
糞
礼
」
は
ま
た
︑
そ
の
名
前
か
ら

推
測
で
き
る
よ
う
に
︑
何
よ
り
も
卑
賤
な
存
在
を
象
徴
し
て
い
る
︒
こ
の
小
説

は
︑
今
日
に
至
る
ま
で
韓
国
の
文
芸
批
評
を
代
表
し
て
い
る
季
刊
誌
『
創
作
と

批
評
』
に（

3
）

︑
一
九
六
七
年
五
月
か
ら
十
二
月
ま
で
三
回
に
渡
っ
て
連
載
さ
れ
た

が
︑
当
時
の
編
集
者
側
か
ら
異
例
の
激
賛
を
浴
び
︑
な
お
か
つ
ド
ラ
マ
・
映
画

化
さ
れ
る
な
ど
大
衆
的
な
人
気
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
案
外
と
本
格
的
な

屠
所
の
糞
と
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
行
方

―
―
韓
国
小
説
『
糞
礼
記
』
を
読
む
―
―

沈
　
煕
燦
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文
学
研
究
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た（

4
）

︒

　
も
っ
と
も
︑
貧
困
な
農
村
の
日
常
を
極
め
て
繊
細
に
︑
し
か
も
ス
リ
リ
ン
グ

に
素
描
し
て
い
る
『
糞
礼
記
』
は
︑
し
ば
し
ば
自
然
主
義
小
説
の
秀
作
と
し
て

評
さ
れ
る
が
︑
こ
の
小
説
の
魅
力
は
︑
む
し
ろ
現
実
︑
お
よ
び
そ
れ
を
説
明
す

る
既
往
の
言
語
や
概
念
な
ど
が
完
全
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
え
る
︒
小
説
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑
本
稿
は
︑
こ
の

『
糞
礼
記
』
を
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
を
生
き
て
い
る
現
代
日
本
と
つ
な
げ
て

読
み
な
お
す
こ
と
を
目
的
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
日
本
の
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
と
︑
六
十
年
代
の
あ
る
韓
国
小
説
を
︑
同
一

の
地
平
に
位
置
づ
け
て
考
え
る
こ
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
強
引
な
議
論
に
な
り
か
ね

な
い
︒
と
は
い
え
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
構
造
の
確
立
と
︑
そ
れ
に
支
え

ら
れ
て
き
た
日
本
の
戦
後
が
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
代
弁
さ
れ
る
重
大
な
岐

路
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
一
度
は
冷
戦
構
造
の
成
立
期
に
戻
っ

て
︑
歴
史
の
地
層
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
多
様
な
生
の
痕
跡
を
吟
味
し
て
み
る

こ
と
も
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
︒「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
氾
濫
し
︑
民
主
主
義

の
価
値
が
絶
命
の
危
機
に
陥
っ
て
い
る
今
日
の
日
本
に
お
い
て
︑
革
命
の
夢
と

そ
の
挫
折
と
い
っ
た
韓
国
社
会
の
六
十
年
代
を
─
─
作
家
の
意
図
を
も
超
え
て

─
─
鋭
く
剔
抉
し
て
い
る
『
糞
礼
記
』
を
あ
る
種
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
む

こ
と
は
︑
む
し
ろ
非
常
に
緊
要
な
作
業
に
な
り
う
る
可
能
性
す
ら
秘
め
て
い
る

と
思
わ
れ
る
︒

　

二
、
誘
惑
に
は
二
度
耐
え
ろ

（
1
）
人
種
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誘
惑

　
東
欧
圏
の
没
落
︑
湾
岸
戦
争
の
勃
発
︑
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
ウ
ェ
ブ
の
開
設
な

ど
で
は
じ
ま
っ
た
九
十
年
代
に
お
い
て
︑
長
期
に
わ
た
る
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や

五
十
五
年
体
制
の
崩
壊
と
い
う
大
き
な
変
化
を
迎
え
た
日
本
が
︑
い
わ
ゆ
る

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
の
時
代
に
進
入
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
ろ
う
︒
冷
戦
の
終
焉
と
新
自
由
主
義
の
本
格
的
な
拡
大
︑
ポ
ス

ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
な
ど
産
業
構
造
に
お
け
る
重
大
な
変
革
は
︑
ア
ジ
ア
の

モ
デ
ル
と
し
て
の
日
本
の
近
代
化
を
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
塗
り
替
え
て
い

き
︑
国
際
社
会
で
占
め
て
き
た
日
本
の
地
位
を
も
大
き
く
揺
る
が
し
た
︒

　「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
対
す
る
定
義
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
︑
と
り
あ

え
ず
︑
ア
メ
リ
カ
の
影
響
の
下
︑
平
和
と
民
主
主
義
を
掲
げ
な
が
ら
︑
経
済
的

繁
栄
や
政
治
的
安
定
を
謳
歌
し
て
き
た
戦
後
日
本
が
︑
そ
う
し
た
享
受
の
対
象

を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
時
期
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で

指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
お
い
て
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
乗
じ
た
右
傾
化
が
急
速
に
広
ま
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る（

5
）

︒

　
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
︑
サ
ッ
チ
ャ
ー
︑
レ
ー
ガ
ン
︑
鄧
小
平
な
ど

が
新
た
な
経
済
政
策
を
打
ち
立
て
て
い
た
「
一
九
七
八
～
八
〇
年
」
を
︑「
未

来
の
歴
史
家
」
た
ち
は
「
社
会
経
済
史
に
お
け
る
革
命
的
な
転
換
点
」
と
み
な
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

す
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る（

6
）

︒
新
自
由
主
義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の
出
現
︑
つ
ま
り

「
社
会
経
済
史
に
お
け
る
革
命
的
な
転
換
点
」
は
︑
日
本
に
お
い
て
細
川
護
煕
︑

小
沢
一
郎
︑
加
藤
紘
一
︑
菅
直
人
を
は
じ
め
︑
小
泉
純
一
郎
の
躍
進
や
石
原
慎

太
郎
︑
橋
本
徹
な
ど
の
大
衆
的
人
気
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
基

盤
と
す
る
政
治
家
と
政
策
を
相
次
い
で
登
場
さ
せ
た（

7
）

︒
刺
激
的
な
扇
動
︑
マ
ス

コ
ミ
の
活
用
︑
大
衆
迎
合
的
な
主
張
な
ど
を
通
じ
て
支
持
者
を
え
よ
う
と
す
る

反
民
主
主
義
的
と
も
い
え
る
政
治
家
が
の
さ
ば
っ
て
い
き
︑
近
視
眼
的
な
発
想

に
も
と
づ
い
た
政
策
が
乱
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
今
も
目

撃
し
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
状
況
は
「
既
存
の
支
配
︑
既
存
の
体
制
の
中
で
︑
自
分
た
ち
は

抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
政
治
的
な
意
味
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
︑
言
い
た
い
こ

と
も
言
え
な
い
︑
政
治
に
参
加
で
き
な
い
︑
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う

人
び
と
の
不
満
︑
お
よ
び
「
働
い
て
も
︑
働
い
て
も
食
っ
て
い
く
の
が
や
っ
と

の
よ
う
な
経
済
的
な
不
平
等
」
に
対
す
る
憤
慨
の
現
れ
で
も
あ
る（

8
）

︒
こ
う
し
た

不
満
や
憤
慨
の
原
因
が
︑
新
自
由
主
義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の
社
会
へ
の
浸
透

に
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
が
︑「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
た
ち
は
︑
こ
の
資
本

主
義
に
本
来
的
な
敵
対
の
意
識
を
︑
既
往
の
政
治
集
団
に
向
か
わ
せ
る
の
は
も

ち
ろ
ん
︑
排
他
的
な
人
種
主
義
や
極
端
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
導
い
て
い
く

こ
と
で
︑
抜
本
的
な
問
題
提
起
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
遮
断
す
る
︒

　
暴
力
を
随
伴
す
る
人
種
主
義
や
極
右
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
社
会
に
蔓
延
っ
て

し
ま
う
現
象
は
︑
も
ち
ろ
ん
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
︒
と
り
わ
け
︑
フ
ラ

ン
ス
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
ド
イ
ツ
︑
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お

い
て
︑
ま
さ
に
「
社
会
経
済
史
に
お
け
る
革
命
的
な
転
換
点
」
を
切
っ
掛
け
と

し
て
勢
力
を
増
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
例
を
い
ち

い
ち
挙
げ
る
ま
で
も
な
く（

9
）

︑
韓
国
で
も
主
に
福
祉
政
策
や
外
国
人
労
働
者
︑
東

南
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
住
女
性
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
近
年
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
大
き
な

論
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る（

10
）

︒
新
自
由
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
と
軌
を
一

に
し
て
現
れ
た
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
多
様
な
利
害
関
係
と
公
的
要
求
が
す

こ
ぶ
る
複
雑
に
重
な
っ
て
い
る
社
会
の
諸
問
題
を
︑「
善
（
私
た
ち
）
／
悪
（
外

国
人
︑
悪
徳
資
本
家
︑
無
能
な
政
治
家
︑
腐
敗
し
た
公
務
員
︙
︙
）」
と
い
う
二
項

対
立
を
も
ち
い
て
単
純
化
す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
「
悪
」
に
対
す
る
公
然
の

暴
力
を
助
長
し
た
り
も
す
る（

11
）

︒

　
要
す
る
に
︑
危
機
的
状
況
の
「
常
態
化
」
を
必
要
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑

二
項
対
立
を
設
定
し
た
上
に
「
状
況
の
複
雑
さ
へ
の
理
解
︑
関
与
を
」
拒
否
し

つ
つ
︑「
こ
の
悲
惨
な
現
状
の
責
任
は
誰
か
が
と
る
べ
き
だ
と
確
信
」
す
る
こ

と
で
「
つ
ね
に
黒
幕
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
暴
力
性
の
噴
出
と
し

て
現
れ
る
の
で
あ
る（

12
）

︒
自
分
に
迫
っ
て
い
る
生
存
権
の
危
機
と
そ
の
不
安
を
人

種
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
補
塡
し
︑
問
題
の
本
質
を
糊
塗
す
る
こ
と
︑
こ

れ
が
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
一
つ
目
の
誘
惑
で
あ
る
︒
政

治
家
の
巧
み
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
騙
さ
れ
た
の
だ
︑
と
い
う
の
み
で
免
罪
符

が
与
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
ろ
う（

13
）

︒
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（
2
）
民
主
主
義
の
誘
惑

　
し
か
し
な
が
ら
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
真
の
抵
抗
を
展
開
す
る
た
め
に

は
︑
こ
れ
か
ら
は
絶
対
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
決
心
す
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
︒
こ
の
点
を
韓
国
の
最
近
の
例
か
ら
説
明
し
て
み
よ
う
︒

　
二
〇
一
二
年
の
第
十
八
代
韓
国
大
統
領
選
挙
に
野
党
の
候
補
と
し
て
出
馬
し

た
文
在
寅
は
︑
子
供
の
頃
︑
練
炭
の
配
達
を
す
る
母
親
の
リ
ヤ
カ
ー
を
後
ろ
か

ら
押
し
て
い
た
記
憶
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
︒
そ
れ
は
財
閥
や
富
裕
層
を
後
ろ

盾
に
す
る
朴
槿
恵
と
︑
貧
困
層
だ
っ
た
自
分
を
対
比
さ
せ
よ
う
と
す
る
明
確
な

意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
際
の
生
活
に
お
い
て
リ
ヤ
カ
ー

を
引
っ
張
っ
て
い
る
人
び
と
の
多
く
は
︑
文
在
寅
で
は
な
く
朴
槿
恵
に
票
を
投

じ
た
︒
朴
槿
恵
は
︑
驚
く
こ
と
に
毎
月
の
収
入
二
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
未
満
の
「
低

所
得
層
」
と
「
中
卒
」「
高
卒
」
な
ど
の
「
低
学
力
層
」︑
す
な
わ
ち
社
会
の

「
底
辺
層
」
か
ら
多
く
の
票
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る（

14
）

︒

　
選
挙
の
結
果
を
め
ぐ
っ
て
︑
人
び
と
の
「
利
害
を
代
弁
」
し
え
な
か
っ
た
こ

と
や
︑
朴
槿
恵
の
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
公
約
」
が
「
有
権
者
に
ア
ピ
ー
ル
し

た
点
」
な
ど
が
野
党
の
敗
北
の
原
因
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た（

15
）

︒
こ
う
し

た
反
応
は
︑
矛
盾
に
満
ち
た
毎
日
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
政
治
家
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
簡
単
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
受
動
的
な
存
在
と
し
て
民
衆
を

捉
え
︑
か
れ
ら
の
本
当
の
声
を
代
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︑
左
翼
系

知
識
人
た
ち
の
啓
蒙
主
義
的
な
発
想
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

16
）

︒

　
た
だ
し
︑
選
挙
の
前
日
に
「
死
ぬ
前
に
一
つ
願
い
が
あ
る
︒
必
ず
聞
い
て
く

れ
︒
明
日
の
選
挙
で
朴
槿
恵
に
投
票
し
な
さ
い
」
と
自
分
の
娘
に
電
話
で
話
し

た
と
い
う
老
人
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に（

17
）

︑
人
び
と
は
た
だ
単
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
に
欺
か
れ
て
朴
槿
恵
に
投
票
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
右
翼

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
︑
ハ
イ
ダ
ー
の
自
由
党
が
「
既
得
権
益
」
か
ら
「
は
じ
か

れ
て
し
ま
っ
た
人
々
」
や
「
近
代
化
の
敗
北
者
」
─
─
「
労
働
者
」「
女
性
」

─
─
に
対
し
て
「
本
来
の
民
主
主
義
」
の
回
復
を
訴
え
て
い
た
こ
と
な
ど
を
︑

単
な
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
だ
と
軽
視
す
る
の
は
︑
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
理
解
で
あ
ろ

う（
18
）

︒
　
な
に
よ
り
も
「
純
粋
な
右
翼
人
種
主
義
の
諸
要
素
が
︑
実
は
労
働
者
た
ち
の

抗
議
を
転
置
さ
せ
た
形
で
現
れ
る（

19
）

」
と
い
う
指
摘
に
最
善
の
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
る
︒
新
自
由
主
義
が
強
い
る
無
限
の
競
争
体
制
に
お
い
て
「
本
来
の
民
主

主
義
」
へ
の
希
求
を
含
み
込
ん
で
い
る
階
級
闘
争
や
︑
断
崖
絶
壁
に
せ
き
立
て

ら
れ
た
人
び
と
の
切
迫
し
た
声
は
︑
転
倒
し
た
形
と
は
い
え
︑
た
び
た
び
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
外
観
を
ま
と
っ
て
登
場
す
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

と
は
︑
民
主
主
義
と
相
対
立
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
そ
の
臨
界
点
を

示
す
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
も
は
や
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒「
小
泉
に
一
票
を
投
じ
た
人
々
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
は
」
な
く
︑

「
私
や
あ
な
た
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
る
小
泉
に
騙
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
」
の

だ（
20
）

︒
　
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ア
ル
デ
ィ
テ
ィ
は
︑
フ
ロ
イ
ト
の
「
症
候sym

ptom

」
の

概
念
を
援
用
し
︑
民
主
主
義
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
説
明
す
る
︒
す
な
わ
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

ち
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
を
示

す
「
症
候
」
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
の
外
部
か
ら

そ
れ
と
反
目
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
か
え
っ
て
民
主
主
義
に
内
在
す
る
異
質
な

他
者
と
し
て
︑
そ
の
自
己
完
結
を
妨
げ
る
「
内
的
周
辺
部
」
で
あ
る
と
い
う（

21
）

︒

ア
ル
デ
ィ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
べ
き
病
理
的

な
も
の
と
み
な
し
︑
そ
の
批
判
に
集
中
す
る
態
度
は
︑
民
主
主
義
と
い
う
表
象

を
密
か
に
強
化
し
か
ね
ず
︑
逆
説
的
に
も
民
主
主
義
一
般
に
対
す
る
根
源
的
な

接
近
を
予
め
遮
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒

　
し
か
も
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
語
源
が
ラ
テ
ン
語
の
「
ポ
プ
ル
スpopulus

」

に
由
来
し
て
い
て
︑
か
つ
て
は
「
人
民people

」
を
意
味
し
て
い
た
こ
と（

22
）

︑
し

た
が
っ
て
そ
こ
に
は
人
民
大
衆
の
直
接
的
な
意
思
表
明
の
熱
望
が
孕
ま
れ
て
い

る
点
を
考
え
る
と
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
「
否
定
的
な
側
面
」
︱
︱
「
カ
リ
ス
マ

的
な
指
導
者
へ
の
感
情
的
な
同
一
視
」「
扇
動
や
反
民
主
主
義
的
な
政
治
に
容

易
く
巻
き
込
ま
れ
る
」
︱
︱
を
「
批
判
︑
あ
る
い
は
解
体
し
つ
つ
」︑
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
民
主
主
義
的
な
側
面
」
─
─
「
人
民
主
権
」「
反
エ
リ
ー

ト
主
義
」「
反
寡
頭
政
治
」
─
─ 

を
「
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
が（

23
）

︑む
し
ろ
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
対
し
て
私
た
ち
が
と
る
べ
き
立
場
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
地
点
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
致
命
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
二

度
目
の
誘
惑
が
生
じ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
両

義
性
に
着
目
し
︑
そ
の
肯
定
的
な
側
面
か
ら
民
主
主
義
の
弊
害
を
修
正
し
て
い

く
方
向
に
傾
倒
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
誘
惑
が
そ
れ
で
あ
る
︒
一
方
「﹁
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
﹂
は
す
ぐ
れ
た
民
主
主
義
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い（

24
）

」
た

め
︑「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
反
撃
を（

25
）

」
す
る
︑
あ
る
い
は

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
抜
く（

26
）

」
と
い
っ
た

戦
略
は
︑
そ
の
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
︒

こ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
︑
社
会
的
連
帯
を
回
復
す
る
こ
と
で
す
︒
律
儀
な

人
々
が
︑
自
分
よ
り
も
弱
い
立
場
の
人
々
を
怨
む
の
で
は
な
く
︑
と
も
に

社
会
を
構
成
す
る
一
員
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
︑
社
会
の
立
て
直
し
の

た
め
に
一
役
買
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す（

27
）

︒

民
主
政
治
を
担
う
と
さ
れ
る
「
私
た
ち
」
が
ど
の
よ
う
な
「
人
々
で
あ
る

か
」
を
問
う
の
で
は
な
く
︑
ど
の
よ
う
な
「
人
々
た
り
得
る
の
か
」
を
問

う
時
︑
批
判
や
否
定
で
は
な
く
︑
可
能
性
の
連
鎖
と
し
て
の
政
治
が
始
ま

る（
28
）

︒

　「
律
儀
な
人
々
」「
と
も
に
社
会
を
構
成
す
る
一
員
」「
社
会
の
立
て
直
し
」

「
ど
の
よ
う
な
﹁
人
々
た
り
得
る
の
か
﹂」
な
ど
の
表
現
か
ら
︑
定
言
命
法
と
し

て
の
倫
理
や
道
徳
が
︑
し
か
る
べ
き
民
主
主
義
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
︑
善
良
な
る
人
間
性
の
確
立
と
︑
健
全
で

自
立
し
た
市
民
社
会
の
成
熟
と
い
う
︑
西
欧
近
代
的
な
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
こ
と
も
な
げ
に
顔
を
だ
し
て
い
る
︒
結
果
と
し
て
︑
欺
瞞
的
な
ポ
ピ
ュ
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リ
ズ
ム
に
よ
る
民
主
主
義
の
歪
曲
や
屈
折
が
糾
弾
さ
れ
︑
た
と
え
ば
「
熟
議
＝

参
加
民
主
主
義
」
の
よ
う
な
古
典
的
な
民
主
主
義
の
理
念
が
代
案
と
し
て
掲
げ

ら
れ
る（

29
）

︒
こ
う
し
た
認
識
に
お
い
て
は
︑「
熟
議
＝
参
加
民
主
主
義
」
と
い
う

の
が
︑
民
主
主
義
の
前
提
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
そ
の
効
果
︑
な
い
し
は
表
象
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
点
が
少
し
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
︑
民
主
主
義
の
核
心
に
迫
る
た
め
の
理
論
的
武
器
で
は
な
く
︑
た
だ
民
主

主
義
を
擁
護
す
る
手
段
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
「
律
儀
な
人
々
」
に
よ
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
る
「
熟
議
＝
参
加

民
主
主
義
」
の
時
空
間
に
は
︑
便
所
に
溜
ま
っ
た
糞
の
上
に
生
ま
れ
︑
屠
所
の

片
隅
を
住
処
と
す
る
無
精
子
症
の
「
ヨ
ン
パ
ル
」
に
強
姦
さ
れ
た
後
︑
結
婚
す

る
も
︑
賭
け
事
に
ふ
け
っ
て
い
る
夫
に
殴
ら
れ
つ
づ
け
︑
終
局
に
は
気
が
触
れ

て
し
ま
う
糞
礼
の
数
奇
な
運
命
︑
あ
る
い
は
捨
て
ら
れ
た
赤
ん
坊
を
拾
っ
た
ヨ

ン
パ
ル
が
︑
ま
る
で
自
分
の
妻
が
産
ん
だ
か
の
よ
う
に
見
せ
掛
け
る
た
め
︑
屠

所
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
動
物
の
血
や
皮
を
平
然
と
使
う
と

い
っ
た
︑
お
ぞ
ま
し
い
生
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
場
所
が
︑
果
た
し
て
存
在
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
も
し
私
た
ち
が
︱
︱
マ
ル
ク
ス
な
ら
「
ラ
・
ボ
エ
ー

ム
」「
く
ず
︑
ご
み
︑
か
す
」
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う（

30
）

︱
︱
そ
う
し
た
最
下
層
民

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
政
治
と
い
う
も
の
を
ど
う
に
か
し
て
言
語
化
せ
ん

と
す
る
な
ら
ば
︑
健
全
な
る
民
主
主
義
の
樹
立
と
い
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
二
つ

目
の
誘
惑
を
拒
み
な
が
ら
︑「
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
い
く（

31
）

」
作
業
に
邁
進
す
る

他
は
な
か
ろ
う
︒「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
お
い
て
︑
私
た
ち
は
誰
も
が
社
会

構
成
体
か
ら
放
逐
さ
れ
る
「
ラ
・
ボ
エ
ー
ム
」
に
転
落
し
て
し
ま
う
危
険
性
を

抱
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒『
糞
礼
記
』
の
作
家
が
執
筆
の
動

機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
︑
一
九
九
七
年
で
あ
る
︒「
た
だ
︑
私

が
生
き
て
い
る
こ
の
生
活
の
基
盤
が
︑
何
か
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

強
く
感
じ
て
い
た
︒
︙
︙
こ
の
小
説
は
農
村
小
説
で
は
な
い
︙
︙
い
う
な
れ
ば
︑

私
の
分
身
に
他
な
ら
な
い
糞
礼
が
あ
な
た
の
分
身
で
も
あ
る
こ
と
を
︑
あ
な
た

の
友
達
や
隣
で
も
あ
る
こ
と
を
願
う
︙
︙
」（
五
︱
六
頁
）︒

三
、
排
泄
の
夜

（
1
）
汚
物
の
存
在
論

　
先
述
し
た
よ
う
に
『
糞
礼
記
』
は
一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
が
︑
そ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
時
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
︒「
解
放

か
ら
二
︑三
年
」（
一
九
頁
）
と
い
う
時
代
設
定
は
あ
る
も
の
の
︑
小
説
の
な
か

の
多
様
な
場
面
を
み
る
か
ぎ
り
「
一
九
三
〇
～
六
〇
年
代
の
ど
の
時
代
も
候
補

に
な
り
う
る（

32
）

」︒
こ
う
し
た
「
没
歴
史
性（

33
）

」
ゆ
え
に
︑『
糞
礼
記
』
は
「
歴
史
意

識
や
社
会
意
識
が
な
い
」（
五
頁
）
と
批
判
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
が
︑「
歴
史

的
時
間
の
排
除
」
は
︑
む
し
ろ
「
歴
史
創
造
の
次
元
が
除
去
さ
れ
た
世
界
の
実

像
を
︑
む
ご
た
ら
し
く
︑
容
赦
な
く
」
表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
働
い
て

い
る（

34
）

︒
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な
る
ほ
ど
︑『
糞
礼
記
』
は
農
村
を
背
景
と
す
る
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
ま
じ
め
な
農
夫
は
一
人
も
出
て
こ
な
い
︒
労
働
と
発
展
︑
進
歩
と
成
長

な
ど
の
概
念
が
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
『
糞
礼
記
』
の
世
界
に
お
い
て
繰
り

返
し
強
調
さ
れ
る
の
は
︑
た
だ
排
泄
・
倦
怠
・
飲
酒
・
暴
力
・
性
行
為
な
ど
に

す
ぎ
ず
︑
登
場
人
物
は
一
人
残
ら
ず
全
員
「
む
さ
苦
し
い
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
人
間
た
ち（

35
）

」
で
あ
る
︒

石
旦
那
と
石
旦
那
の
妻
は
︑
来
る
日
も
来
る
日
も
喧
嘩
沙
汰
で
あ
る
︒
こ

ん
な
に
雪
が
積
も
る
冬
な
の
に
︑
食
糧
の
用
意
︑
木
の
用
意
は
せ
ず
︑
石

旦
那
は
酒
場
や
賭
場
に
ば
か
り
出
入
り
す
る
︒
女
や
せ
が
れ
が
飢
え
よ
う

が
食
べ
よ
う
が
︑
自
分
だ
け
食
い
や
が
る
︒（
三
五
頁
）

　
糞
礼
の
父
で
あ
る
「
石
旦
那
」
は
「
ほ
と
ん
ど
働
か
な
い
」
の
は
も
ち
ろ
ん
︑

「
部
屋
に
く
す
ぶ
っ
て
は
︑
た
ま
に
ひ
も
じ
く
て
泣
い
て
し
ま
う
子
供
た
ち
を

殴
っ
て
や
る
の
が
常
」
で
あ
る
（
三
八
頁
）︒
糞
礼
の
母
も
ま
た
︑
朝
に
な
っ

て
も
起
き
る
ど
こ
ろ
か
︑
腹
が
空
い
て
む
ず
か
る
五
歳
の
子
供
の
額
を
小
突
き

な
が
ら
「
こ
の
く
そ
や
ろ
う
が
︙
︙
お
前
ら
︑
み
ん
な
ず
っ
と
寝
て
い
ろ
」
と

怒
鳴
る
ば
か
り
で
あ
る
（
三
五
頁
）︒
長
女
の
糞
礼
は
こ
っ
そ
り
妹
や
弟
た
ち

の
ご
飯
を
作
ろ
う
と
す
る
が
︑
そ
の
た
び
「
こ
の
あ
ま
が
！
　
そ
ん
な
ち
っ
ぽ

け
な
飯
を
食
っ
た
っ
て
ど
う
な
る
」
と
︑
か
え
っ
て
母
に
叱
ら
れ
る
（
三
七
頁
）︒

「
寒
い
と
き
は
冷
た
く
な
っ
た
服
を
着
る
の
が
い
や
で
︑
暑
い
と
き
は
暑
い
か

ら
服
を
着
る
の
が
い
や
」
と
い
う
糞
礼
の
母
は
「
い
つ
も
下
着
の
ま
ま
で
」
あ

り
︑「
顔
も
数
日
に
一
回
洗
う
」
ほ
ど
の
「
と
て
も
怠
け
者
だ
」（
三
七
︱
三
八

頁
）︒

　
よ
り
良
い
生
活
へ
の
意
欲
な
ど
は
毛
頭
な
く
︑
い
か
な
る
生
産
的
な
行
動
も

し
な
い
糞
礼
の
父
母
は
「
子
供
た
ち
に
も
何
も
さ
せ
ず
に
︑
た
だ
寝
か
せ
よ
う

と
す
る
」（
三
六
頁
）
た
め
︑
あ
ら
ゆ
る
家
事
は
も
ち
ろ
ん
︑
食
べ
て
い
く
た

め
の
最
小
限
の
労
働
は
︑
す
べ
て
糞
礼
に
任
さ
れ
る
︒
最
小
限
の
労
働
と
い
っ

て
も
︑
す
え
た
り
︑
苦
か
っ
た
り
︑
し
ょ
っ
ぱ
く
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た

「
ご
み
」
の
よ
う
な
「
キ
ム
チ
」
を
村
の
人
び
と
に
物
乞
い
す
る
ぐ
ら
い
の
こ

と
で
あ
る
（
五
〇
頁
）︒
そ
れ
で
も
糞
礼
が
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
生
活
に
耐
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑「
す
ら
り
と
し
て
肩
幅
の
広
い
」「
凜
と
し
た
」
男
性

の
嫁
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
（
六
〇
頁
）︒

　
し
か
し
︑
糞
礼
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
男
は
︑
村
人
か
ら
「
獣
の
小
屋
」
と

呼
ば
れ
る
家
の
次
男
︑「
白
痴
」
の
「
チ
ョ
ル
ボ
ン
」
で
あ
る
（
四
二
︑
四
四
頁
）︒

長
男
の
「
ス
ン
ボ
ン
」
と
チ
ョ
ル
ボ
ン
を
産
ん
だ
母
も
ま
た
「
盲
人
で
つ
ん
ぼ
︑

白
痴
」
で
あ
り
︑
ス
ン
ボ
ン
の
妻
は
「
啞お
し

」
で
あ
る
（
四
二
頁
）︒
難
産
ゆ
え

「
豚
の
睾
丸
を
切
る
と
き
の
叫
び
声
」「
獣
の
悲
鳴
」
を
あ
げ
た
と
い
う
ス
ン
ボ

ン
の
妻
は
︑「
自
分
が
死
に
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
身
震
い
が
す
る

模
様
で
」︑「
姑
が
乳
を
や
れ
と
張
り
あ
げ
る
や
い
な
や
︑
飛
び
つ
い
て
赤
ん
坊

を
踏
み
殺
そ
う
と
」
す
る
（
四
三
頁
）︒
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啞
の
乳
は
い
つ
も
ぶ
く
ぶ
く
膨
れ
あ
が
っ
て
い
る
︒
啞
は
こ
れ
を
自
分
の

子
供
に
や
る
代
わ
り
に
旦
那
に
あ
げ
て
し
ま
う
︒
︙
︙
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
乳
を
少
し
も
吸
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
子
供
は
︑
顔
が
黄
色
く
︑
細

い
木
の
枝
の
よ
う
な
足
が
よ
れ
よ
れ
と
ね
じ
れ
て
い
る
︒
夏
に
子
供
が
泣

き
疲
れ
て
眠
る
と
︑
汚
く
絡
み
つ
い
て
い
た
ハ
エ
が
鼻
や
口
か
ら
入
っ
て

い
き
︑
糞
を
す
る
さ
い
に
そ
れ
に
混
じ
っ
て
出
て
き
た
︒
子
供
は
い
つ
も

ぽ
つ
ん
と
横
に
な
っ
て
い
る
︒
︙
︙
子
供
は
ほ
と
ん
ど
死
ん
だ
よ
う
な
状

態
で
あ
っ
て
︑
む
し
ろ
今
ま
で
死
な
な
か
っ
た
の
が
奇
跡
と
い
え
る
︒
そ

れ
で
も
何
か
食
べ
た
い
の
か
︑
老
婆
の
手
に
触
れ
ら
れ
る
と
口
を
大
き
く

開
く
︒
︙
︙
ス
ン
ボ
ン
は
乳
を
交
互
に
が
つ
が
つ
と
吸
う
︒
他
の
部
屋
で

半
死
の
子
供
と
は
違
っ
て
︑
ふ
っ
く
ら
と
太
っ
た
顔
が
白
い
︒（
四
三
︱

四
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
『
糞
礼
記
』
の
世
界
に
お
い
て
は
︑
ご
飯
を
食
べ
︑
育
児
を
す

る
と
い
っ
た
「
動
物
的
な
生
」
ま
で
も
が
「
否
定
」
さ
れ
て
い
る（

36
）

︒
癲
癇
を
も

ち
な
が
ら
屠
所
で
働
く
「
コ
ン
ジ
ョ
ジ
」︑
そ
の
コ
ン
ジ
ョ
ジ
に
強
姦
さ
れ
子

供
を
産
む
「
狂
女
オ
ッ
カ
」︑
オ
ッ
カ
が
捨
て
た
子
供
を
拾
っ
て
育
て
る
ヨ
ン

パ
ル
と
か
れ
の
妻
「
ビ
ョ
ン
チ
ュ
ン
」︑
旦
那
と
男
妾
と
同
棲
す
る
「
ノ
ラ
ン

ニ
ョ
」︑
毎
日
酒
を
飲
ん
で
は
自
分
の
娘
で
あ
る
ノ
ラ
ン
ニ
ョ
と
喧
嘩
ば
か
り

す
る
「
老
婆
」
な
ど
な
ど
︑「﹃
糞
礼
記
﹄
の
人
物
た
ち
は
異
な
る
価
値
判
断
が

や
た
ら
に
離
接
し
て
い
る
世
界
︑
短
期
性
と
非
一
貫
性
が
か
え
っ
て
常
態
と
な

る
世
界
を
生
き
て
い
る（

37
）

」︒

　
有
機
的
・
意
味
論
的
な
秩
序
か
ら
放
り
だ
さ
れ
︑「
非
／
歴
史
」
の
時
間
を

ラ
ン
グ
と
し
て
漂
う
糞
礼
の
生
を
︑
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
︒『
糞
礼
記
』
に
は
︑
な
ぜ
糞
礼
が
そ
う
し
た
辛
い
経
験
を
味
わ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
に
対
す
る
説
明
が
少
し
も
見
当
た
ら
な
い
︒
糞
礼
の
人
生
を

支
配
し
て
い
る
貧
困
と
不
幸
を
︑
封
建
的
桎
梏
︱
︱
両
班
や
地
主
な
ど
の
支
配

階
級
に
よ
る
搾
取
︑
身
分
制
の
束
縛
︱
︱
あ
る
い
は
資
本
制
生
産
様
式
の
矛
盾

︱
︱
都
市
と
農
村
の
格
差
︑
近
代
化
・
産
業
化
の
暴
力
︱
︱
と
い
う
社
会
構
造

的
な
関
係
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
︑
こ
の
小
説
に
は
完
全
に
欠
落
し

て
い
る
の
だ
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
糞
礼
の
人
生
を
決
定
す
る
重
要
な
場
面
に
お

い
て
は
︑「
誰
か
が
憤
っ
た
揚
げ
句
に
罰
を
与
え
て
く
れ
た
か
も
知
れ
な
い
」

「
そ
の
名
も
な
い
鳥
た
ち
は
誰
か
の
使
者
だ
っ
た
ろ
う
か
」（
三
一
頁
）︑「
カ
サ

サ
ギ
が
か
あ
か
あ
と
鳴
き
な
が
ら
ど
こ
か
に
飛
び
立
っ
て
い
く
」（
二
九
三
頁
）︑

「
闇
を
含
ん
で
揺
ら
い
で
い
る
二
本
の
ポ
プ
ラ
は
︑
地
獄
門
の
両
側
に
立
っ
て

い
る
悪
辣
な
番
兵
の
よ
う
だ
」（
三
一
〇
頁
）
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
神
秘
的
な

運
命
の
力
や
︑
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
不
気
味
に
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑
そ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
︑
糞
礼
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
排
泄
を
す
る
︒

「
彼
と
我
︑
加
害
と
被
害
︑
能
動
性
と
受
動
性
が
分
化
し
て
い
な
い
︑
自
我
の

境
界
自
体
が
薄
暗
い
」「
世
界
」
に
お
い
て（

38
）

︑
糞
礼
は
何
か
に
憑
か
れ
た
よ
う

に
糞
を
た
れ
る
︒
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糞
礼
は
草
藪
に
身
を
隠
し
︑
チ
マ
を
捲
り
あ
げ
た
︒
尻
を
む
い
て
座
っ
て

は
︑
尿
を
ぶ
っ
放
す
︒
下
着
を
大
雑
把
に
穿
き
つ
つ
鼻
を
ち
い
ん
と
か
む
︒

指
に
付
い
た
鼻
汁
を
松
の
根
元
に
す
ぱ
す
ぱ
と
遊
し
︑
鼻
に
付
い
た
鼻
汁

は
チ
マ
で
拭
い
と
る
︒（
一
二
四
頁
）

父
と
娘
は
︑
が
た
が
た
と
震
え
な
が
ら
棺
の
輿
が
お
か
れ
て
い
る
小
屋
か

ら
出
て
く
る
︒
糞
礼
は
石
旦
那
が
鍵
を
か
け
る
さ
い
︑
さ
っ
さ
と
尻
を
む

い
て
座
り
︑
お
し
っ
こ
を
す
る
︒
引
き
締
ま
っ
て
い
た
下
腹
が
す
っ
き
り

す
る
と
︑
糞
礼
の
心
も
軽
く
な
っ
た
よ
う
だ
︒
石
旦
那
も
お
し
っ
こ
が
し

た
か
っ
た
の
か
︑鍵
を
か
け
る
や
い
な
や
急
い
で
遠
く
ま
で
い
き
︑お
し
っ

こ
を
す
る
︒
娘
は
白
い
雪
原
の
上
に
大
き
く
て
老
い
た
カ
ボ
チ
ャ
の
よ
う

な
も
の
を
作
り
︑
父
は
立
っ
た
ま
ま
小
さ
い
ズ
ッ
キ
ー
ニ
の
よ
う
な
も
の

を
作
る
︒（
一
七
二
︱
一
七
三
頁
）

ヨ
ン
パ
ル
は
石
旦
那
の
妻
の
泣
き
声
を
聞
き
な
が
ら
サ
プ
テ
ィ
峠
を
登
っ

て
い
っ
た
︒草
深
い
道
を
草
押
し
分
け
つ
つ
ゆ
っ
く
り
と
登
る
︒つ
い
さ
っ

き
誰
か
が
登
っ
た
跡
が
あ
る
︒
露
を
宿
し
た
綺
麗
な
草
葉
が
︑
泥
の
付
い

た
靴
に
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ヨ
ン
パ
ル
は
注
意
深
く
そ
れ
ら
を
見
つ

め
な
が
ら
サ
プ
テ
ィ
峠
に
あ
が
っ
た
︒
す
る
と
目
を
大
き
く
開
い
て
︑
歩

み
を
止
め
て
し
ま
っ
た
︒
糞
礼
が
ボ
ン
ス
ン
の
墓
に
ま
た
が
っ
て
糞
を
た

れ
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
チ
マ
を
す
っ
か
り
と
捲
り
あ
げ
︑
肛
門
を
少
し

も
ち
あ
げ
て
い
た
︒
︙
︙
棘
か
ら
コ
メ
ツ
キ
バ
ッ
タ
一
匹
が
飛
び
去
っ
て

い
く
︒
山
鳥
の
群
れ
が
は
た
は
た
と
羽
ば
た
い
て
い
く
︒
ち
ら
っ
と
後
ろ

を
み
た
糞
礼
は
︑
草
の
葉
を
む
し
り
と
っ
て
尻
を
拭
う
︒
下
着
を
慌
た
だ

し
く
着
て
立
ち
あ
が
っ
た
糞
礼
は
︑
ヨ
ン
パ
ル
を
振
り
返
り
大
き
く
笑
う
︒

（
三
二
七
頁
）

　
右
の
引
用
文
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
友
達
の
「
ボ
ン
ス
ン
」
が
結
婚
前
に
強
姦
さ
れ

自
殺
し
た
後
︑
す
で
に
ヨ
ン
パ
ル
に
強
姦
さ
れ
て
い
た
糞
礼
も
罪
悪
感
で
自
殺

を
遂
げ
よ
う
と
す
る
が
︑
や
め
て
生
き
よ
う
と
決
心
す
る
場
面
︒
結
婚
が
決
ま

り
︑
式
の
当
日
旦
那
と
な
る
男
の
家
に
父
と
一
緒
に
行
く
場
面
︒
そ
の
旦
那
か

ら
暴
行
を
受
け
︑
旦
那
の
家
族
か
ら
も
浮
気
を
し
た
と
誤
解
さ
れ
追
い
だ
さ
れ

た
糞
礼
が
︑
つ
い
に
狂
っ
て
し
ま
い
村
を
去
っ
て
い
く
最
後
の
場
面
で
あ
る
︒

「
い
か
な
る
上
昇
運
動
も
否
定
さ
れ
た
」
糞
礼
の
生
は
︑「
苦
痛
や
受
難
さ
え
劇

的
な
も
の
に
な
り
え
ず
︑
生
の
自
意
識
的
な
配
置
や
言
語
的
な
顕
現
が
あ
り
え

な
い
場
所
」
に
な
げ
う
た
れ
て
い
る
が（

39
）

︑
そ
れ
ゆ
え
糞
礼
は
︑「
非
存
在
」
と

し
て
の
排
泄
物
を
自
分
の
な
か
か
ら
押
し
や
る
こ
と
で
し
か
己
を
め
ぐ
る
世
界

の
意
味
が
確
認
で
き
な
い
︒

　
要
す
る
に
︑
排
泄
物
と
い
う
意
味
の
陥
没
点
に
︑
む
し
ろ
糞
礼
は
存
在
の
意

味
を
刻
み
込
む
の
で
あ
る
︒
小
説
の
至
る
と
こ
ろ
で
糞
礼
が
追
い
だ
す
排
泄
物

は
︑「
何
の
準
備
︑
生
命
も
な
い
」（
二
四
頁
）︑
つ
ま
り
死
の
世
界
に
属
す
る

「
おア

ブ

ジ

ェ

ク

ト

ぞ
ま
し
き
も
の
」
で
あ
る
が
︑
そ
の
「
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
（abject

）」
は
同
時
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に
︑「
生
者
と
し
て
の
私
の
条
件
の
限
界
」
を
示
す
も
の
で
も
あ
る（

40
）

︒
生
き
て

い
る
も
の
は
︑
己
の
生
を
維
持
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
汚
物
︱
︱
毛
︑
爪
︑

糞
︑
尿
︑
膿
︑
鼻
汁
︑
粘
液
︑
吐
瀉
物
な
ど
︱
︱
を
排
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
︑
だ
と
す
れ
ば
︑
生
は
そ
の
よ
う
な
汚
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
だ
ろ
う（

41
）

︒

　
頼
る
べ
き
い
か
な
る
「
価
値
判
断
」
も
が
も
つ
れ
て
い
る
世
界
を
生
き
て
い

る
糞
礼
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
「
排
出
︑
痙
攣
︑
叫
び
声
」「
し
ゃ
く
り
上
げ
︑

嘔
吐
」
こ
そ
が
「
自
分
を
産
み
お
と
す
」「
糸
口
」
に
な
る
の
だ（

42
）

︒
ア
ブ
ジ
ェ

ク
ト
は
︑
存
在
の
末
端
に
お
い
て
︑
境
界
を
ぼ
や
か
し
な
が
ら
存
在
そ
の
も
の

を
支
え
る
︒「
非
存
在
と
幻
覚
の
ほ
と
り
に
あ
っ
て
︑
私
が
そ
れ
を
認
め
る
や
︑

私
を
打
ち
砕
く
」
こ
の
「
何
か
あ
る
も
の（

43
）

」︒
こ
う
し
た
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑

「
同
一
性
︑
体
系
︑
秩
序
を
攪
乱
し
︑
境
界
や
場
所
や
規
範
を
尊
重
し
な
い
も

の
」
で
あ
っ
て
︑「
人
は
そ
れ
か
ら
自
分
を
切
り
離
せ
な
い
し
︑
身
を
守
る
こ

と
も
お
ぼ
つ
か
な
い（

44
）

」︒
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
に
呼
び
か
け
︑
つ
い

に
は
わ
れ
わ
れ
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う（

45
）

」︒

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
は
な
る
ほ
ど
境
界
な
の
だ
が
︑
わ
け
て
も
両
義
性
で

あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
は
拘
束
か
ら
解
放
す
る
と
は
い

え
︑
主
体
を
そ
の
脅
威
か
ら
徹
底
的
に
振
り
ほ
ど
く
訳
で
は
な
く
︑
逆
に

主
体
が
絶
え
ざ
る
危
険
に
瀕
し
て
い
る
の
を
自
認
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ

が
そ
れ
と
同
時
に
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
自
体
が
判
断
と
情
動
︑
有
罪
宣

告
と
愛
情
表
白
︑
記
号
と
欲
動
の
混
成
で
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
前
＝
対
象

関
係
の
古
層
か
ら
︑
ま
た
一
個
の
肉
体
が
そ
の
存
在
の
た
め
に
他
の
肉
体

︹
母
の
肉
体
︺
か
ら
自
己
を
分
離
す
る
際
の
始
源
の
暴
力
か
ら
︑
ア
ブ
ジ
ェ

ク
シ
オ
ン
は
闇
の
夜
を
︑
意
味
さ
れ
た
事
物
の
輪
郭
が
崩
れ
︑
測
り
知
れ

な
い
情
動
だ
け
が
働
い
て
い
る
あ
の
夜
を
持
ち
続
け
て
い
る（

46
）

︒

　
主
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
汚
物
と
し
て
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
主
体
の
確
立
を

可
能
な
ら
し
め
つ
つ
も
︑
主
体
を
危
険
に
陥
ら
せ
る
︒
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
主
体

の
境
界
を
確
定
す
る
と
同
時
に
︑
そ
の
機
能
を
停
止
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
︑
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
つ
ま
る
と
こ

ろ
「
母
の
肉
体
」
か
ら
分
離
（
排
泄
）
さ
れ
た
存
在
に
他
な
ら
な
い
︒
し
た

が
っ
て
︑
も
っ
と
も
卑
賤
で
お
ぞ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
私

た
ち
全
員
に
宿
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
は
「
境
界
を
消
し

去
っ
た
世
界
の
瓦
解
す
る
の
を
視
て
」「
失
神
す
る（

47
）

」︒
糞
礼
の
強
迫
的
な
排
泄

と
精
神
の
崩
壊
を
︑
こ
う
し
た
観
点
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
棺
の
輿
を
み
て
︑
自
分
の
結
婚
式
に
「
乗
っ
て
い
く
輿
な
ら
い
い
の
に
」

（
一
五
七
頁
）
と
つ
ぶ
や
く
糞
礼
は
︑
父
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
︑
と
う
と
う

結
婚
式
の
当
日
に
棺
の
輿
を
保
管
し
て
い
る
小
屋
に
入
り
「
裸
に
な
っ
て
踊
り

た
い
ほ
ど
い
い
気
分
」（
一
七
一
頁
）
を
満
喫
す
る
︒「
あ
ん
な
に
怖
か
っ
た
棺

の
輿
の
小
屋
が
︑
こ
ん
な
に
も
親
し
み
深
い
場
所
だ
っ
た
と
は
」（
一
七
一
頁
）︒

こ
の
よ
う
に
糞
礼
に
お
い
て
は
「
お
ぞ
ま
し
さ
の
極
み
と
な
る（

48
）

」
死
が
生
と
相
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

接
し
て
い
る
︒『
糞
礼
記
』
は
︑
ま
さ
に
「
闇
の
夜
」
と
そ
の
情
動
の
文
学
的

表
現
で
あ
り
︑
ま
た
糞
礼
は
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
私
た
ち
を
象
徴
す
る

存
在
で
あ
る
の
だ
︒

（
2
）「
高
貴
な
無
秩
序
」

　
前
述
し
た
よ
う
に
︑
民
主
主
義
に
内
在
す
る
異
質
な
他
者
︑
そ
の
「
内
的
周

辺
部
」
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑

い
わ
ば
民
主
主
義
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
︒
よ
っ
て
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
︑
反
民
主
主
義
／

真
の
民
主
主
義
と
い
っ
た
対
峙
す
る
言
説
の
一
方
に
属
す
る
の
で
は
な
く
︑
む

し
ろ
そ
の
線
引
き
が
鈍
く
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
（
非
）
存
す
る
も
の
だ
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑「
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
を
前
に
し

て
は
意
味
は
ひ
び
割
れ
︑
拒
絶
さ
れ
︑
棄
却
さ
れ
た
（ab-jecté

）
意
味
︑
つ
ま

り
は
滑
稽
な
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る（

49
）

」︒
す
な
わ
ち
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
︑
端
か
ら
民
主
主
義
を
汚
染
さ
せ
な
が
ら
︑「
意
味
が
崩
壊
す
る
場
所
へ
」

そ
れ
を
「
引
き
寄
せ
る（

50
）

」︒『
糞
礼
記
』
が
今
日
に
お
け
る
民
主
主
義
の
危
機
に

対
し
て
︑
何
か
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
︑
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

　
第
一
に
「
歴
史
創
造
の
次
元
が
除
去
」
さ
れ
て
い
る
『
糞
礼
記
』
の
世
界
は
︑

韓
国
に
お
け
る
最
初
の
民
主
主
義
革
命
と
も
い
え
る
「
四
月
革
命
」（
一
九
六
〇

年
）
の
理
念
が
朴
正
煕
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
（
一
九
六
一
年
）
に
よ
っ
て
横
取
り

さ
れ
︑「
経
済
開
発
五
カ
年
計
画
」
の
実
施
と
（
一
九
六
二
年
～
）︑
人
び
と
に

「
民
族
中
興
の
歴
史
的
使
命
」
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
「
国
民
教
育
憲
章
」

（
一
九
六
八
年
）
が
制
定
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
は
︱
︱
「
こ
の
作
品
を
書
い
て

い
た
当
時
に
は
︑
歴
史
と
は
何
か
︑
社
会
と
は
何
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
」

（
五
頁
）
と
い
う
作
家
の
告
白
と
は
別
に
︱
︱
そ
れ
自
体
と
し
て
急
進
的
な
側

面
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
も
︑
当
代
の
課
題
を
「
貧
困
と

後
進
性
」
の
「
超
克
」
に
設
定
し（

51
）

︑「
異
相
気
質
」
︱
︱
不
信
︑
二
重
性
格
︑

退
廃
的
自
己
防
衛
︑
不
労
思
想
︑
劣
等
意
識
︑
奴
隷
根
性
な
ど（

52
）

︱
︱
の
打
破
と

い
う
観
念
的
・
実
践
的
な
跳
躍
を
促
そ
う
と
し
た
左
派
の
戦
略
も
︑
経
済
的
・

思
想
的
な
近
代
化
を
主
導
す
る
軍
事
独
裁
政
府
の
近
代
化
政
策
と
決
し
て
程
遠

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒「
進
歩
の
名
の
下
で
展
開
さ
れ
た
抵
抗
が
︑
国
家
主

義
的
な
発
展
戦
略
に
収
斂
さ
れ
」︑「
自
律
的
・
自
発
的
な
主
体
の
形
成
」
が
民

衆
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
時
期
に（

53
）

︑『
糞
礼
記
』
は
「
歴
史
創
造
の
次
元
が

除
去
さ
れ
た
世
界
」
を
文
学
的
に
顕
現
さ
せ
て
い
た
と
も
い
え
る
︒

　
も
っ
と
も
︑
洗
っ
て
も
「
黒
い
垢
が
に
じ
み
で
る
」（
一
七
二
頁
）
糞
礼
︑

自
分
の
旦
那
が
働
い
て
い
る
畑
の
隣
で
「
作
男
」
の
「
金
旦
那
」
と
の
不
倫
を

楽
し
む
夫
人
（
一
四
四
︱
一
四
六
頁
）
な
ど
︑『
糞
礼
記
』
の
登
場
人
物
や
か
れ

ら
の
生
活
は
︑
あ
ま
り
に
も
不
潔
で
淫
乱
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑「
国
家
主
義
的

な
発
展
戦
略
」
の
対
象
と
し
て
捕
獲
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
排
除
す
べ
き

ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
に
転
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒

貧
困
が
開
発
︱
近
代
化
へ
の
期
待
の
な
か
で
馴
致
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
︒
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し
か
し
︑
糞
礼
は
開
発
を
渇
望
す
る
「
貧
し
い
け
ど
︑
ま
じ
め
な
」
存
在

で
も
な
け
れ
ば
︑近
代
化
し
た
世
界
を
歓
迎
す
る
「
合
理
的
で
衛
生
的
な
」

存
在
で
も
な
い
︒
糞
礼
の
不
潔
さ
は
︑
開
発
の
言
説
で
は
馴
染
ま
せ
る
こ

と
の
で
き
な
い
露
骨
な
肉
体
性
を
発
揮
す
る
︒
自
暴
自
棄
と
罵
詈
雑
言
に

覆
わ
れ
て
い
る
糞
礼
の
世
界
は
︑
開
発
︱
成
長
に
と
っ
て
適
切
な
環
境
で

は
な
く
︑彼
と
我
を
分
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
彼
女
の
意
識
は
︑「
民
族
」

を
用
い
た
と
し
て
も
突
破
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
無
名
性
を
当

然
だ
と
思
う
そ
の
感
覚
も
ま
た
︑
全
体
へ
の
献
身
を
説
得
す
べ
き
対
象
に

は
な
り
え
な
い（

54
）

︒

　
た
だ
し
︑『
糞
礼
記
』
が
「
上
昇
︱
超
越
の
欲
望
を
遮
断
す
る
こ
と
で
︑﹁
開

発
﹂
を
封
鎖
せ
ん
と
し
た（

55
）

」
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
た
だ
ち
に
政
治
的
な
意
味
の

獲
得
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト

た
ち
の
政
治
的
高
揚
の
瞬
間
か
ら
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
る（

56
）

︒「
日
韓
会
談
」

の
妥
結
（
一
九
六
五
年
）
の
前
後
に
確
立
す
る
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
体
制
︑
そ
し

て
『
期
待
さ
れ
る
人
間
像
』
の
計
画
（
一
九
六
三
年
）
や（

57
）

︑「
住
民
登
録
証
」
制

度
の
実
施
（
一
九
六
八
年
）
な
ど
が
示
す
よ
う
に
︑
日
韓
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

善
良
な
市
民
に
よ
る
国
民
国
家
の
強
化
が
試
み
ら
れ
る
過
程
は
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク

ト
た
ち
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
過
程
で
も
あ
っ
た
︒
一
九
六
〇

年
四
月
の
韓
国
か
ら
︑
そ
の
剝
製
さ
れ
た
記
憶
を
辿
っ
て
み
よ
う
︒

　
帝
国
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
︑
解
放
期
の
混
乱
と
理
念
対
立
︑
あ
ら
ゆ
る

共
同
体
的
な
価
値
観
や
倫
理
の
破
綻
を
も
た
ら
し
た
朝
鮮
戦
争
︑
李
承
晩
と
自

由
党
の
破
廉
恥
な
横
行
︑
一
九
六
〇
年
を
前
に
し
た
韓
国
社
会
は
︑
記
憶
と
忘

却
の
ト
ラ
ウ
マ
︑
新
生
へ
の
欲
望
と
挫
折
︑
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
「
後
者
の
伝
統
が
す
べ
て
を
覆
い
尽
く
し
て
し
ま
う
前
に
︑
前

者
の
伝
統（

58
）

」
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
︒
こ
の
不
気
味
な
空

白
の
時
空
間
に
お
い
て
︑
一
九
六
〇
年
二
月
二
十
八
日
︑
大
邱
で
高
校
生
に
よ

る
反
政
府
デ
モ
が
発
生
す
る
︒
民
主
党
の
選
挙
運
動
へ
の
高
校
生
た
ち
の
参
加

を
妨
げ
る
べ
く
日
曜
日
の
登
校
を
命
じ
た
こ
と
が
︑
そ
の
直
接
的
な
原
因
で

あ
っ
た
︒
学
生
た
ち
は
「
民
族
愛
︑
祖
国
愛
」
に
訴
え
る
決
議
文
を
読
み
あ
げ
︑

市
内
で
集
会
を
行
っ
た
︒
三
月
八
日
と
十
日
に
は
大
田
の
高
校
生
た
ち
が
「
学

園
の
自
由
化
」
を
掲
げ
つ
つ
デ
モ
を
起
こ
し
︑
そ
の
後
︑
大
統
領
・
副
統
領
選

挙
が
実
施
さ
れ
た
三
月
十
五
日
に
は
︑
馬
山
で
高
校
生
た
ち
が
不
正
選
挙
に
反

対
す
る
「
昼
の
デ
モ
」
を
行
い
︑
引
き
つ
づ
き
下
層
階
級
に
よ
る
「
夜
の
デ

モ
」
が
勃
発
し
た
︒
国
家
権
力
は
無
慈
悲
な
弾
圧
で
市
民
た
ち
の
デ
モ
に
抗
う

が
︑
そ
の
過
程
で
十
三
人
の
人
び
と
が
命
を
落
と
し
て
し
ま
う（

59
）

︒
と
り
わ
け
︑

孤
児
で
靴
磨
き
の
呉
成
元
（
当
時
二
十
歳
）
の
死
は
︑
蓄
積
さ
れ
て
い
た
社
会

底
辺
層
の
鬱
憤
に
火
を
つ
け
る
結
果
を
巻
き
起
こ
し
た（

60
）

︒

　
四
月
十
一
日
︑
馬
山
の
港
湾
に
浮
き
あ
が
っ
て
き
た
十
七
歳
の
金
朱
烈
の
遺

体
は
︑
全
国
で
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
デ
モ
を
革
命
に
導
く
決
定
的
な
引
き

金
と
な
る
︒
顔
面
に
催
涙
弾
が
打
ち
込
ま
れ
た
ま
ま
引
き
揚
げ
ら
れ
た
屍
の
惨

憺
た
る
姿
は
︑「
一
個
人
の
体
に
浸
透
し
て
い
る
公
権
力
を
克
明
に
物
語
る
」
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

も
の
と
し
て
︑
国
家
権
力
が
「
市
民
た
ち
の
日
常
生
活
」
や
「
人
間
の
自
由
に

お
け
る
最
終
的
な
堡
塁
で
あ
る
体
に
鮮
や
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
」
人
び

と
の
目
に
焼
き
つ
け
た
の
で
あ
る（

61
）

︒
馬
山
で
再
び
靴
磨
き
︑
売
春
婦
︑
小
学
生
︑

日
雇
い
労
働
者
︑
無
職
の
人
び
と
が
参
加
し
た
デ
モ
が
起
こ
り
︑
や
が
て
全
国

各
地
が
革
命
の
炎
に
燃
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
四
月
十
八
日
︑
高
麗
大
学
校
の

学
生
た
ち
は
「
青
年
学
徒
の
み
が
真
正
な
民
主
歴
史
創
造
の
役
軍
に
な
る
こ
と

を
銘
心
し
て
総
蹶
起（

62
）

」
す
る
と
い
う
宣
言
文
を
作
成
し
︑
デ
モ
を
は
じ
め
た
︒

翌
日
に
は
︑
ソ
ウ
ル
大
学
校
を
含
め
︑
ソ
ウ
ル
市
内
の
多
く
の
大
学
校
が
一
斉

に
蹶
起
し
︑
こ
れ
に
市
民
た
ち
が
呼
応
し
て
大
規
模
な
デ
モ
が
発
生
す
る
︒
李

承
晩
政
府
は
戒
厳
令
を
発
布
し
︑
暴
力
団
を
も
動
員
す
る
強
硬
な
鎮
圧
に
乗
り

だ
し
た
が
︑
そ
の
結
果
︑
全
国
で
二
〇
〇
人
近
い
死
者
︑
六
〇
〇
〇
人
以
上
の

負
傷
者
が
出
る
こ
と
に
な
り
︑
以
後
こ
の
日
は
「
血
の
火
曜
日
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
四
月
二
十
五
日
に
は
大
学
教
授
た
ち
二
五
八
人
に
よ

る
「
時
局
宣
言
文
」
が
朗
読
さ
れ
︑
市
民
た
ち
の
さ
ら
な
る
デ
モ
を
引
き
だ
し

た
︒
結
局
︑
四
月
二
十
六
日
に
李
承
晩
大
統
領
は
下
野
声
明
を
発
表
し
︑
李
起

鵬
副
統
領
一
家
は
二
十
八
日
に
無
理
心
中
を
遂
げ
る
︒

　
二
〇
一
四
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
民
主
化
運
動
記
念
事
業
会
法
」
は
︑「
民

主
化
運
動
」
と
は
「
二
・
二
八
大
邱
民
主
化
運
動
︑
三
・
八
大
田
民
主
義
挙
︑

三
・
一
五
義
挙
︑
四
・
一
九
革
命
」
な
ど
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る（

63
）

︒
何
よ
り

も
︑
大
韓
民
国
憲
法
前
文
に
は
「
大
韓
民
国
は
︑
三
・
一
独
立
運
動
に
よ
り
建

立
し
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
法
統
と
︑
不
義
に
抗
拒
し
た
四
・
一
九
民
主
理

念
を
継
承（

64
）

」
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
四
月
革
命
の
記
憶
が
国
家

や
民
主
化
運
動
の
歴
史
と
し
て
公
式
化
す
る
過
程
に
お
い
て
︑
革
命
の
主
体
は

「
学
生
」
や
「
知
識
人
」
に
集
中
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
同
時
に
「
革
命

に
参
加
し
た
数
多
く
の
民
衆
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
都
市
貧
民
た
ち
の
役
割
を
公

的
歴
史
か
ら
削
除
す
る
過
程
で
も（

65
）

」
あ
っ
た
︒

貧
乏
な
か
れ
ら
に
と
っ
て
民
権
と
か
選
挙
な
ど
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
︒

そ
の
瞬
間
だ
け
で
あ
っ
て
︑
す
ぎ
去
っ
て
し
ま
え
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

忘
れ
て
し
ま
い
︑
一
縷
の
ひ
も
じ
さ
の
み
が
忘
れ
え
ぬ
宿
命
の
ご
と
く
腸

に
わ
だ
か
ま
る
︒
︙
︙
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
︒
Ｋ
大
学
の

デ
モ
隊
が
襲
わ
れ
た
件
で
︑
高
校
生
た
ち
は
「
ヤ
ク
ザ
出
て
こ
い
！
」
と

叫
び
な
が
ら
鐘
路
で
再
び
一
大
デ
モ
を
敢
行
し
︑
つ
い
に
は
こ
れ
が
導
火

線
に
な
り
︑
明
日
を
期
し
て
市
内
の
全
大
学
生
た
ち
が
大
々
的
な
デ
モ
に

突
入
す
る
勢
い
を
み
せ
て
い
る
の
だ
︒
し
か
し
︑
蜉か
げ

蝣ろ
う

の
命
に
す
ぎ
な
い

庶
民
た
ち
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
と
は
あ
ま
り
に
も
縁
が
な
い
︒
誰
が
殴
り

殺
さ
れ
よ
う
が
︑
誰
が
執
権
し
よ
う
が
︑
か
れ
ら
は
も
の
と
も
し
な
い
︒

今
日
一
日
の
生
の
た
め
に
︑
か
れ
ら
は
口
喧
嘩
し
︑
互
い
に
嚙
み
ち
ぎ
り
︑

血
を
流
す
こ
と
で
ア
ッ
プ
ア
ッ
プ
で
あ
る（

66
）

︒

　
高
校
生
や
大
学
生
︑
大
学
教
授
た
ち
が
「
決
議
文
」「
宣
言
文
」「
時
局
宣
言

文
」
な
ど
の
形
式
を
通
じ
て
自
分
た
ち
の
「
政
治
的
・
法
的
正
当
性
を
闡
明
す
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る
言
語
を
確
保
」
し
え
た
こ
と
に
比
べ
て
︑「
靴
磨
き
の
ち
び
や
労
働
者
︑
失

業
者
の
よ
う
な
都
市
貧
民
た
ち
は
自
ら
を
正
当
化
し
う
る
集
団
の
言
語（

67
）

」
を
も

つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
各
大
学
の
新
聞
社
説
が
「
血
を
吐
く
ほ
ど
悲
痛
な

わ
が
学
生
た
ち
の
義
挙
に
よ
り
︑
す
べ
て
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
た
」「
学

生
た
ち
の
血
管
の
な
か
に
は
︑
過
去
の
三
・
一
運
動
や
︑
光
州
学
生
事
件
に
お

け
る
先
烈
の
血
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
」「
犠
牲
に
な
っ
た
学
生
た
ち
に
対
す

る
新
た
な
哀
悼
の
気
持
ち
が
湧
き
あ
が
る
」
と
い
う
よ
う
に（

68
）

︑
革
命
の
意
義
を

占
有
す
る
言
説
を
鋳
造
す
る
さ
い
︑「
自
由
党
と
関
係
す
る
人
の
家
か
事
務
室

で
あ
れ
ば
︑
手
当
た
り
次
第
に
ぶ
ち
壊
し
た
」
だ
け
で
な
く
︑「
棍
棒
や
斧
」︑

さ
ら
に
は
「
数
十
の
小
銃
と
ト
ラ
ッ
ク
︑
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
車
両
四
十
～
五
十

台
を
動
員
し
て
武
装
機
動
隊
を
編
成
」
し
た
民
衆
の
激
し
い
抵
抗
は（

69
）

︑「
破
壊

的
な
暴
動
者（

70
）

」
に
お
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
ま
し
て
や
︑
男
性
学
生
・
知
識

人
た
ち
の
運
動
が
自
由
︑
理
性
︑
民
主
主
義
の
名
で
塗
ら
れ
た
の
に
対
し
て
︑

女
性
た
ち
の
運
動
は
「
涙
」「
つ
ぼ
み
」
と
い
う
表
象
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑

か
弱
い
女
た
ち
の
慰
み
と
し
て
と
り
扱
わ
れ（

71
）

︑
売
春
婦
た
ち
の
デ
モ
と
な
る
と

単
な
る
滑
稽
に
貶
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た（

72
）

︒

会
社
員
Ｂ
：
昼
に
行
わ
れ
る
学
生
「
デ
モ
」
を
み
る
と
︑
比
較
的
秩
序
整

然
と
し
て
い
ま
す
︒
去
る
十
一
日
の
夜
に
み
た
こ
と
で
す
が
︑
そ
の
な
か

に
い
わ
ゆ
る
ご
ろ
つ
き
︑
靴
磨
き
︑
い
っ
て
み
れ
ば
社
会
的
に
不
遇
な
状

況
に
い
る
子
供
た
ち
が
多
く
い
ま
し
た
︒
︙
︙

学
生
Ａ
：
事
実
馬
山
に
は
学
生
で
は
な
い
︑
い
わ
ば
偽
学
生
も
多
い
ん
で

す
︒
今
回
も
こ
う
い
う
似
而
非
学
生
た
ち
が
割
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
︒

教
育
者
Ｂ
：
︙
︙
昼
に
や
っ
た
の
は
学
生
で
す
が
︑
夜
に
や
っ
た
「
デ
モ
」

は
不
良
の
や
か
ら
が
主
導
し
た
も
の
で
︑
そ
の
目
的
が
異
な
る
た
め
︑
学

生
の
「
デ
モ
」
と
関
連
づ
け
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒
こ
れ
は
性
格

が
完
全
に
違
う
も
の
で
す（

73
）

︒

　
右
の
引
用
文
は
一
九
六
〇
年
四
月
十
四
日
︑『
韓
国
日
報
』
の
主
催
で
行
わ

れ
た
馬
山
市
民
た
ち
の
座
談
会
の
一
部
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑「
秩
序
整
然
」

と
し
た
「
学
生
」
の
「
デ
モ
」
か
ら
︑
不
純
な
存
在
た
ち
︱
︱
「
ご
ろ
つ
き
」

「
靴
磨
き
」「
偽
学
生
」「
不
良
の
や
か
ら
」
︱
︱
を
と
り
除
く
認
識
が
一
般
市

民
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
点
が
露
骨
に
現
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
際

に
お
い
て
「
く
た
び
れ
た
服
の
少
年
た
ち
︙
︙
靴
磨
き
の
ち
び
た
ち
︑
み
す
ぼ

ら
し
い
姿
の
失
業
者
た
ち
に
よ
り
デ
モ
隊
は
混
沌
と
し
て
い
た（

74
）

」
の
で
あ
り
︑

「
学
生
」
に
よ
る
「
歴
史
創
造
」
の
瞬
間
か
ら
︑
そ
こ
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
ア

ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
ア
ブ

ジ
ェ
ク
ト
た
ち
は
︑
民
主
主
義
の
た
め
の
学
生
た
ち
の
デ
モ
を
「
意
味
さ
れ
た

事
物
の
輪
郭
が
崩
れ
」
る
と
こ
ろ
へ
導
い
て
い
っ
た
︒
朴
泰
洵
は
︑
興
奮
し
た

民
衆
た
ち
が
「
平
和
劇
場
」
を
と
り
壊
し
た
四
月
二
十
五
日
の
夜
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
覚
え
て
い
る
︒
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

一
つ
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
生
と
死
が
︑
ゆ
ら
ゆ
ら
す
る
汁
液
の
よ
う
に
な

り
︑
銃
声
の
な
か
へ
と
融
解
さ
れ
て
い
き
そ
う
で
あ
っ
た
︒
︙
︙
あ
ち
こ

ち
で
ま
る
で
邪
悪
な
魂
を
保
つ
幽
霊
の
よ
う
に
靡な
び

く
火
の
光
が
み
え
て
き

た
︒
人
び
と
は
火
の
光
を
み
て
矢
叫
び
を
あ
げ
な
が
ら
︑
片
っ
端
か
ら
拉

い
て
い
た
︒
︙
︙
人
び
と
は
動
物
が
出
し
そ
う
な
奇
怪
な
嘆
声
を
打
ち
あ

げ
て
い
た
︒
か
れ
ら
は
目
の
前
に
迫
っ
た
無
秩
序
に
狂
っ
て
し
ま
い
︑
社

会
の
因
習
や
生
活
の
規
範
を
す
っ
か
り
と
忘
却
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
︒

︙
︙
劇
場
の
な
か
に
あ
っ
た
い
ろ
ん
な
形
象
物
は
ど
ん
ど
ん
壊
れ
て
い
き
︑

ご
み
の
山
に
化
し
て
い
っ
た
︒
い
わ
ば
抽
象
物
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒
列
を
な
し
て
い
た
椅
子
は
人
び
と
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
︑
椅
子
と

し
て
の
機
能
を
分
解
さ
せ
ら
れ
た
︒
椅
子
は
︑
た
だ
少
し
の
金
属
板
と
木

の
合
成
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ（

75
）

︒

　
も
し
革
命
と
い
う
の
が
︑
既
存
の
秩
序
や
支
配
関
係
に
対
し
て
︑
他
の
秩
序

や
支
配
関
係
を
用
い
て
そ
れ
を
代
替
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
秩
序
や
支
配
関
係

に
お
け
る
形
而
上
学
自
体
を
形
骸
化
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
︑
右
の
引
用
文
は

そ
の
瞬
間
を
も
っ
と
も
的
確
に
描
い
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ

う
︒
デ
モ
の
日
々
を
「
私
の
人
生
の
な
か
で
一
番
幸
せ
だ
っ
た
時
間
」
と
し
て

記
憶
す
る
感
覚
︑「
私
た
ち
は
警
官
が
逃
げ
て
し
ま
い
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
交
番

に
攻
め
込
み
︑
無
条
件
に
破
壊
し
た
︒
︙
︙
当
時
の
私
は
興
奮
し
す
ぎ
て
︑
壊

さ
れ
た
木
の
机
の
破
片
が
腕
に
刺
さ
っ
て
い
た
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
に
走
り

回
っ
て
い
た
」
と
い
う
喜
悦
の
瞬
間（

76
）

︒
こ
れ
は
「
原
始
的
で
本
能
的
な
無
秩

序
」︑
す
な
わ
ち
「
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
秩
序
を
破
壊
し
︑
人
間
を
束
縛
す
る

も
の
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
︑
窮
屈
な
社
会
生
活
の
規
範
と
や
る
せ
な
さ
︑
不
正
腐

敗
に
対
す
る
鬱
憤
か
ら
飄
々
と
解
き
放
た
れ
︑
一
つ
の
唐
突
な
無
秩
序
」「
高

貴
な
無
秩
序
」
を
作
り
あ
げ
る
瞬
間
で
あ
る（

77
）

︒

四
、「
獣
魂
塔
」
の
レ
ク
イ
エ
ム

　
李
承
晩
が
下
野
を
発
表
し
た
後
も
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
の
興
奮
は
冷
め
る

こ
と
が
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑「
高
貴
な
無
秩
序
」
の
状
態
を
推
し
進
め
て
い

こ
う
と
す
る
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
と
は
裏
腹
に
︑
大
学
生
た
ち
は
秩
序
の
回
復

に
専
念
し
た
︒「
学
徒
の
本
分
で
あ
る
真
理
探
究
」
と
と
も
に
︑「
こ
の
国
の
主

人
で
あ
り
︑
こ
の
社
会
を
担
っ
て
い
く
べ
き
学
生
た
ち
は
︑
こ
の
間
の
興
奮
か

ら
抜
け
て
冷
徹
に
社
会
の
明
日
を
直
視
」
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た（

78
）

︒

し
か
も
四
月
二
十
七
日
に
李
承
晩
の
降
伏
を
勝
ち
と
っ
た
後
は
︑
革
命
の

混
乱
し
た
事
態
の
収
拾
に
お
い
て
︑
青
年
学
徒
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ

た
ろ
う
が
︑
見
方
に
よ
っ
て
は
や
り
す
ぎ
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
︑
と
て
も

清
廉
で
公
正
︑
円
熟
し
た
側
面
を
み
せ
て
く
れ
た
︒
か
れ
ら
は
現
場
に
お

い
て
興
奮
し
て
い
る
市
民
た
ち
に
帰
宅
を
要
請
し
︑
ほ
う
き
を
も
っ
て
き

れ
い
に
掃
除
を
行
っ
て
か
ら
︑
学
園
へ
戻
っ
た
︒
誠
に
涙
ぐ
ま
し
い
ほ
ど
︑
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青
年
た
ち
の
意
気
と
純
潔
さ
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
学
園

に
戻
り
再
び
真
理
を
目
指
し
つ
つ
後
日
を
期
そ
う
と
す
る
意
欲
は
︑
い
か

に
も
崇
高
な
も
の
で
あ
っ
た（

79
）

︒

　
大
邱
の
大
学
生
た
ち
は
︑
破
壊
さ
れ
た
交
番
で
自
律
的
に
働
き
な
が
ら
治
安

維
持
や
掃
除
を
率
先
し
て
行
っ
た
︒
腕
章
を
つ
け
た
ま
ま
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
で

収
拾
活
動
を
指
揮
し
た
大
学
生
た
ち
は
︑
地
方
に
も
出
か
け
て
公
共
財
破
損
の

予
防
な
ど
︑
市
民
の
説
得
に
尽
力
し
た（

80
）

︒
こ
う
し
た
掃
除
お
よ
び
追
悼
の
儀
礼

は
︑「﹁
乱
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
共
同
体
の
空
間
を
」「﹁
秩
序
と
愛
国
心
﹂
の
名
の

下
で
」「
正
常
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
」
や
︑「
現
存
す
る
共
同
体
と
主
体
性
が

粉
微
塵
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
不
安
感
」
の
表
出
で
も
あ
っ
た（

81
）

︒
こ
の
共

同
体
・
愛
国
心
・
秩
序
へ
の
「
欲
望
」
と
︑「
無
秩
序
」
へ
の
「
不
安
感
」
が
︑

国
家
権
力
と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
に
及
ば
な
い
︒

学
徒
諸
君
た
ち
の
正
義
の
隊
列
に
︑
一
部
の
ご
ろ
つ
き
が
入
り
交
じ
っ
て

略
奪
・
放
火
・
破
壊
な
ど
の
乱
行
を
事
と
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
諸
君
た

ち
が
頑
張
っ
て
闘
い
と
っ
た
名
誉
を
汚
さ
せ
る
結
果
を
招
い
て
い
ま
す
︒

実
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
︒
︙
︙
も
ち
ろ
ん
本
戒
厳
司
令
部
は
こ
う
し
た

ご
ろ
つ
き
を
一
掃
し
︑
学
徒
諸
君
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
な
い
よ
う
尽
力
し

て
い
ま
す
が
︑
今
の
ご
と
く
秩
序
が
混
乱
し
た
状
態
で
は
慨
嘆
を
禁
じ
え

な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
親
愛
な
る
学
徒
諸
君
︑
こ
の
よ
う
な
秩
序
の
混
乱

を
正
す
た
め
に
皆
様
の
積
極
的
な
協
調
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す（

82
）

︒

　
戒
厳
司
令
官
の
こ
の
声
明
は
︑「
デ
モ
の
外
側
」
に
位
置
す
る
「
法
律
的
な

も
の
︑
道
徳
的
な
も
の
︑
宗
教
的
な
も
の
︑
甚
だ
し
く
は
神
話
的
な
も
の
」
が
︑

「
デ
モ
の
内
側
」
に
あ
る
「
陶
酔
」「
共
同
無
意
識
」
を
圧
迫
す
る
場
面
を
象
徴

し
て
い
る（

83
）

︒
も
ち
ろ
ん
︑「
学
生
」
た
ち
の
民
主
主
義
に
対
す
る
純
粋
な
熱
情

を
見
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
し
︑
い
う
な
れ
ば
「
学
生
」
た
ち
に
お
い

て
民
主
主
義
が
革
命
の
目
標
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
に

と
っ
て
は
む
し
ろ
革
命
の
対
象
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒

隊
員
の
あ
る
一
人
が
復
興
部
の
前
に
並
ん
で
い
た
高
級
乗
用
車
と
ジ
ー
プ

を
手
当
た
り
次
第
に
と
り
壊
し
は
じ
め
る
と
︑
み
ん
な
が
そ
こ
に
飛
び
か

か
っ
た
︒
ガ
ラ
ス
が
割
れ
︑
バ
ン
パ
ー
が
壊
さ
れ
︑
瞬
く
間
に
あ
の
立
派

な
車
体
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た
︒
そ
の
時
︑
幾
人
か
の
青
年
が
走
っ

て
き
て
︑
慌
て
て
か
れ
ら
を
留
め
立
て
し
た
︒

「
私
た
ち
は
破
壊
の
た
め
に
デ
モ
を
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
！
」

学
生
の
デ
モ
隊
員
の
よ
う
だ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
車
を
砕
い
て
い
た
連
中
の

考
え
は
違
っ
た
︒

「
わ
れ
わ
れ
が
払
っ
た
税
金
だ
ろ
う
が
︒
あ
い
つ
ら
を
こ
ん
な
車
に
乗
せ

る
た
め
に
税
金
を
払
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
︒
邪
魔
す
ん
な
︒」

「
だ
か
ら
と
い
っ
て
壊
し
て
し
ま
う
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
わ
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

れ
わ
れ
の
財
産
で
あ
り
︑
国
家
の
財
産
で
も
あ
り
ま
す
よ
︒
乗
っ
て
い
た

や
つ
が
悪
い
だ
け
で
︑
こ
の
車
を
壊
し
て
何
が
ど
う
な
る
ん
で
す
か
？
　

し
か
も
︑
こ
の
な
か
に
は
外
国
人
の
車
も
あ
る
ん
で
す
よ
︒
外
国
人
へ
の

面
目
を
考
え
て
く
だ
さ
い
よ
︒」

「
外
国
人
が
ど
う
し
た
︒
援
助
物
資
を
も
っ
て
き
て
は
︑
高
官
た
ち
と
山

分
け
し
た
だ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
に
は
餅
一
個
さ
え
く
れ
な
か
っ
た
ん
だ
︒

も
ら
っ
た
の
は
食
べ
る
最
中
に
吸
い
殻
が
出
て
く
る
︑
ご
み
み
た
い
な
粥

だ
け
だ
よ
︒」

「
し
か
し
︑
そ
ん
な
八
つ
当
た
り
の
た
め
に
私
た
ち
が
デ
モ
を
す
る
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
よ
︒」

「
畜
生
！
　
で
は
今
度
違
う
大
統
領
に
な
る
と
た
だ
で
食
わ
せ
て
く
れ
る

の
か
い
？
　
腹
減
っ
た
や
つ
に
は
感
情
し
か
残
ら
な
い
も
ん
だ
よ（

84
）

︒」

　
四
月
革
命
が
切
り
拓
い
た
「
無
秩
序
」
の
空
間
に
お
い
て
︑
混
乱
の
収
拾
を

藉
口
し
て
軍
事
ク
ー
デ
タ
が
行
わ
れ
る
（
一
九
六
一
年
五
月
十
六
日
）︒
左
翼
系

知
識
人
た
ち
と
一
部
の
大
学
は
ク
ー
デ
タ
を
支
持
す
る
立
場
を
表
明
し
︑
そ
れ

に
相
応
し
て
「
善
意
の
独
裁
」
と
い
う
言
葉
が
人
び
と
の
間
で
流
行
っ
て
い
っ

た（
85
）

︒
四
月
革
命
は
︑
そ
の
よ
う
に
軍
事
独
裁
政
府
へ
の
道
を
開
い
て
し
ま
い
︑

ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
凄
ま
じ
い
国
家
権
力
の
恐
怖
に
曝
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
過
程
は
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
冷
戦
体
制
が
固

着
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
︒
四
月
革
命
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
日
本
で
行
わ
れ

た
安
保
闘
争
も
ま
た
︑
世
界
を
冷
戦
の
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
封
じ
込
め
よ
う
と

す
る
権
力
側
へ
の
反
発
と
し
て
現
れ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
林
志
弦
は
︑
一
九
六
八
年
前
後
に
登
場
し
た
新
た
な
抵
抗
の
動
き
を
「
英
雄

的
闘
争
」「
伝
統
的
な
革
命
」
の
概
念
と
対
比
さ
せ
「﹁
卑
怯
な
﹂
革
命
」︑
つ

ま
り
「
毎
日
毎
日
︑
ま
た
瞬
時
ご
と
に
一
定
の
勇
気
を
要
求
す
る
」「﹁
文
化
ゲ

リ
ラ
﹂
ら
の
闘
争
」
だ
と
名
づ
け
︑
こ
の
「
卑
怯
な
革
命
が
狙
っ
た
の
は
︑
日

常
に
順
応
す
る
生
存
を
強
要
す
る
近
代
権
力
の
日
常
支
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ

た
」
と
い
う（

86
）

︒
た
だ
し
︑
同
時
期
に
お
け
る
韓
国
で
は
︑
大
統
領
暗
殺
の
た
め

北
朝
鮮
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
ゲ
リ
ラ
武
装
組
織
と
の
銃
撃
戦
が
行
わ
れ
る
な
ど
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
遂
行
さ
れ
て
い
た
「
陣
地
戦
の
革
命
」
が
現
実
化
す
る
余

地
な
ど
な
か
っ
た（

87
）

︒『
糞
礼
記
』
は
︑
四
月
革
命
の
挫
折
と
国
民
国
家
体
制
の

強
化
と
い
う
韓
国
の
状
況
に
お
い
て
︑「
陣
地
戦
の
革
命
」
の
可
能
性
と
臨
界

点
を
最
大
限
に
表
現
し
た
小
説
の
一
つ
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒

　『
糞
礼
記
』
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
︑
ヨ
ン
パ
ル
は
︑
意
味
深
長
な
笑
み

を
含
み
な
が
ら
村
を
去
っ
て
い
く
糞
礼
を
み
て
︑
動
物
た
ち
の
慰
霊
の
た
め
に

屠
所
の
な
か
に
建
て
ら
れ
た
「
獣
魂
塔
」
を
思
い
浮
か
べ
る
︒
屠
所
に
入
る
や

い
な
や
︑
生
と
死
が
立
ち
替
わ
り
つ
づ
け
る
重
圧
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

例
外
な
く
糞
を
た
れ
て
し
ま
う
動
物
た
ち
に
︑
糞
礼
の
後
ろ
姿
を
重
ね
る
ヨ
ン

パ
ル
の
眼
差
し
は
︑
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
た
ち
の
運
命
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
︒
心
の
な
か
に
糞
礼
の
た
め
の
「
獣
魂
塔
」
を
建
て
る
ヨ
ン
パ
ル
の

心
情
は
︑
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
私
た
ち
の
感
覚
と
も
さ
し
て
遠
い
も
の
で
は
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な
い
と
思
わ
れ
る
︒「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
お
い
て
民
主
主
義
の
根
本
的
な

再
検
討
と
い
う
課
題
が
私
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒『
糞
礼
記
』
と
そ

の
周
辺
を
書
き
留
め
る
作
業
の
意
義
は
︑
こ
の
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
手
が
か

り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

方
榮
雄
「
糞
礼
記
（
第
一
部
）」『
創
作
과
批
評
』
六
号
︑一
九
六
七
年
五
月
（
引
用
は
︑

方
榮
雄
『
糞
礼
記
』
創
作
과
批
評
社
︑
一
九
九
七
年
︑
二
四
頁
︑
以
下
こ
の
小
説
か
ら

の
引
用
は
頁
数
だ
け
を
本
文
中
に
記
す
）︒

（
2
）  

小
説
の
な
か
で
は
「
ト
ン
イ
ェ
」（tong-ye

）
と
呼
ば
れ
る
︒「
ト
ン
」
は
糞
の
固
有
語
︑

「
イ
ェ
」
は
女
性
の
名
前
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
礼
」
の
朝
鮮
語
発
音
で
あ
る
︒

（
3
）  

戦
後
の
韓
国
社
会
に
お
け
る
『
創
作
と
批
評
』
の
発
刊
と
そ
の
意
義
な
ど
に
関
し
て

は
︑
白
樂
晴
・
崔
元
植
・
鵜
飼
哲
・
柄
谷
行
人
「︻
共
同
討
議
︼
韓
国
の
批
評
空
間
」（『
批

評
空
間
』
第
Ⅱ
期
第
一
七
号
︑
太
田
出
版
︑
一
九
九
八
年
）
を
参
照
︒

（
4
）  

数
少
な
い
先
行
研
究
の
な
か
で
︑
権
보
드
래
「
四
月
의 

文
学
革
命
︑
近
代
化
論
과
의 

対
決
：
李
清
俊
과 

方
榮
雄
︑『
散
文
時
代
』
에
서
『
創
作
과
批
評
』
까
지
」（『
韓
国
文

学
研
究
』
三
九
号
︑
二
〇
一
〇
年
）
は
︑『
糞
礼
記
』
の
画
期
的
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に

し
た
重
要
な
成
果
だ
と
い
え
る
︒
本
稿
も
多
大
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
点
を
明
記
し
て

お
く
︒

（
5
）  

「
失
わ
れ
た
二
十
年
」
に
関
し
て
も
う
一
つ
指
摘
す
べ
き
問
題
は
︑
現
代
日
本
に
お
け

る
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
新
た
な
関
係
構
築
の
機
会
が
再
び
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
論
考
で
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
︒

（
6
）  

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
新
自
由
主
義
︱
︱
そ
の
歴
史
的
展
開
と
現
在
︱
︱
』

（
二
〇
〇
五
年
）
渡
辺
治
監
訳
︑
森
田
成
也
他
訳
︑
作
品
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
九
頁
︒

（
7
）  

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
︑
大
嶽
秀
夫
『
日
本
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
政

治
へ
の
期
待
と
幻
滅
︱
︱
』（
中
公
新
書
︑
二
〇
〇
三
年
）︑
同
『
小
泉
純
一
郎
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
研
究
︱
︱
そ
の
戦
略
と
手
法
︱
︱
』（
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
〇
六
年
）
な

ど
を
参
照
︒

（
8
）  

山
口
二
郎
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
︱
︱
現
代
民
主
主
義
復
活
の
条
件
︱
︱
』
角

川
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
六
頁
︒

（
9
）  

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
成
長
と
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
は
︑

畑
山
敏
夫
『
フ
ラ
ン
ス
極
右
の
新
展
開
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
新
右
翼

︱
︱
』（
国
際
書
院
︑
一
九
九
七
年
）︑
国
末
憲
人
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
蝕
ま
れ
る
フ
ラ

ン
ス
』（
草
思
社
︑
二
〇
〇
五
年
）︑
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主

主
義
・
政
治
指
導
︱
︱
制
度
的
変
動
期
の
比
較
政
治
学
︱
︱
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
九
年
）︑
河
原
祐
馬
他
編
『
移
民
と
政
治
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

国
際
比
較
︱
︱
』（
昭
和
堂
︑
二
〇
一
一
年
）︑
高
橋
進
・
石
田
徹
編
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
考
察
︱
︱
』（
法
律
文
化
社
︑

二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
10
）  

韓
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
考
察
と
し
て
は
︑『
歴
史
評
論
』
一
〇
五
号

（
二
〇
一
三
年
）
の
特
集
企
画
「
포
퓰
리
즘
과 

民
主
主
義
」
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
︑

お
よ
び
木
村
幹
の
諸
論
考
（「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
中
の
﹁
歴
史
認
識
﹂
問
題
︱
︱
日
韓
の

事
例
を
中
心
に
︱
︱
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
四
二
号
︑
二
〇
〇
八
年
︑「
韓
国
に
お
け

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
﹁
ア
メ
リ
カ
産
牛
肉
輸
入
問
題
」
を

め
ぐ
っ
て
︱
︱
」
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主
主
義
・
政
治

指
導
』︑「
外
国
人
参
政
権
を
推
進
す
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
︱
︱
盧
武

鉉
政
権
下
の
韓
国
の
事
例
か
ら
︱
︱
」
河
原
祐
馬
他
編
前
掲
『
移
民
と
政
治
』）
を
参
照

し
て
頂
き
た
い
︒

（
11
）  
徐
炳
勲
「
포
퓰
리
즘
과 

民
主
主
義
」『R

evista Iberoam
ericana

』
二
三
巻
二
号
︑

二
〇
一
二
年
︒

（
12
）  

ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
共
産
主
義
︱
︱
は
じ
め
は
悲
劇
と
し
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

て
︑
二
度
め
は
笑
劇
と
し
て
︱
︱
』（
二
〇
〇
九
年
）
栗
原
百
代
訳
︑
筑
摩
書
房
︑

二
〇
一
〇
年
︑
一
〇
七
頁
︒
な
お
︑
こ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑

鵜
飼
健
史
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
両
義
性
」（『
思
想
』
九
九
〇
号
︑
二
〇
〇
六
年
）︑
杉
田

敦
「「
決
め
ら
れ
な
い
政
治
」
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」（『
世
界
』
八
三
五
号
︑二
〇
一
二
年
）

な
ど
を
参
照
︒

（
13
）  

佐
高
信
・
魚
住
昭
編
『
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
の
責
任
』
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
14
）  

民
主
統
合
党
大
選
評
価
委
員
会
編
「
一
八
代 

大
選 

評
価 

報
告
書
：
敗
北 

原
因 

分
析

과 

民
主
党
의 

進
路
」
二
〇
一
三
年
四
月
︑
洪
鍾
學
編
「
大
選
評
価
報
告
書
의 〈
少
数 

意

見
書
〉」
二
〇
一
三
年
四
月
︒

（
15
）  

金
允
泰
「
福
祉 

사
라
져
도 

朴
槿
恵 

支
持
率 
下
落
하
지 

않
은 

理
由
는
？
」『
프
레
시

안
』
二
〇
一
四
年
一
月
一
七
日
︑
民
主
統
合
党
大
選
評
価
委
員
会
編
前
掲
「
一
八
代 

大

選 

評
価 

報
告
書
」
二
二
三
頁
︒

（
16
）  

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
は
︑「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

な
ど
の
概
念
を
用
い
て
︑
経
済
的
危
機
や
大
衆
の
不
満
を
文
化
政
治
の
レ
ベ
ル
で
統
合

す
る
新
た
な
右
派
の
戦
略
を
分
析
す
る
な
か
で
︑
既
存
の
左
翼
が
そ
の
よ
う
な
文
化
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
を
ひ
た
す
ら
「
反
映
」
の
関
係
と
し
て
の
み
捉
え
る
経
済
還
元

論
を
固
守
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る
（Stuart H

all, 

“Popular-D
em

ocratic vs 

A
uthoritarian Populism

: Tw
o W

ays of 

ʻTaking D
em

ocracy Seriously

”̓, A
. H

unt (ed.), 

M
arxism

 and D
em

ocracy, London, Law
rence and W

ishart, 1980 ; Id., T
he H

ard R
oad 

to R
enew

al: T
hatcherism

 and the C
risis of the Left, London, V

erso, 1988

）︒

（
17
）  

「
五
〇
代 

保
守
化
論
은 

誇
張
됐
다
」『
오
마
이
뉴
스
』
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
︒

（
18
）  

野
田
昌
吾
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
在
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」（
高
橋
進
・
石
田
徹
編
前
掲

『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』）
一
六
頁
︑
馬
場
優
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
ハ
イ
ダ
ー
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ヘ
へ
︱
︱
」（
同
）
一
九
三
︱
二
〇
〇
頁
︑

梶
原
克
彦
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
現
象
と
民
主
主
義
︱
︱
戦
後
政

治
シ
ス
テ
ム
の
変
容
︱
︱
」（
島
田
幸
典
・
木
村
幹
編
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
・
民
主
主

義
・
政
治
指
導
』）
一
五
四
︱
一
六
四
頁
な
ど
を
参
照
︒

（
19
）  

Slavoj Z
izek, 

“Against the Populist Tem
ptation

”, C
ritical Inquiry 32 , U

niversity of 

C
hicago, 2006 , p.552 .

（
20
）  

吉
田
徹
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
︱
︱
民
主
主
義
へ
の
再
入
門
︱
︱
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
︑
二
〇
一
一
年
︑
九
頁
︒

（
21
）  

B
enjam

in A
rditi, Politics on the Edges of Liberalism

: D
ifference, Populism

, Revolution, 

Agitation, E
dinburgh U

niversity Press, 2007 , pp.56 -75 . 

（
22
）  

吉
田
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
』
一
一
頁
︒
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
の
起
源
は
︑

一
八
七
〇
年
代
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
よ
る
農
村
啓
蒙
運
動
︑
そ
し
て

地
主
や
金
融
資
本
に
対
抗
し
て
小
作
人
・
自
作
農
の
権
益
を
守
ろ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ

の
民
衆
党
（People

ʼs Party

）
に
由
来
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
初
発
は
「
基

層
民
衆
の
抵
抗
運
動
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
陳
泰
元
「
포
퓰
리
즘
︑民
主
主
義
︑民
衆
」

前
掲
『
歴
史
批
評
』
一
〇
五
号
︑
一
八
六
︱
一
八
七
頁
）︒

（
23
）  

陳
泰
元
前
掲
「
포
퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」
一
九
八
︱
一
九
九
頁
︒

（
24
）  

松
谷
満
「「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
支
持
構
造
︱
︱
有
権
者
調
査
の
分
析
か
ら
︱
︱
」『
歴

史
評
論
』
七
五
一
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
四
四
頁
︒

（
25
）  

山
口
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
』
一
二
四
頁
︒

（
26
）  

吉
田
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
』
一
二
頁
︒

（
27
）  

山
口
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
反
撃
』
二
一
二
頁
︒

（
28
）  

吉
田
「
い
か
に
共
同
性
を
創
造
す
る
か
︱
︱
新
た
な
政
治
倫
理
の
生
成
過
程
と
し
て

の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
︱
︱
」『
世
界
』
八
三
二
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
二
一
頁
︒

（
29
）  

吉
田
前
掲
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
』
二
一
八
︱
二
一
九
頁
︒

（
30
）  

マ
ル
ク
ス
「
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
」（
一
八
五
二
年
）『
マ

ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
八
巻
︑
大
月
書
店
︑
一
九
六
二
年
︑
一
五
四
︱

一
五
五
頁
︒

（
31
）  

陳
泰
元
前
掲
「
포
퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」
一
九
九
頁
︒

（
32
）  

千
政
煥
・
権
보
드
래
編
『
一
九
六
〇
年
을 

묻
다
：
朴
正
煕 

時
代
의 

文
化
政
治
와 

知
性
』

千
年
의
想
像
︑
二
〇
一
二
年
︑
九
五
頁
︒
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（
33
）  

同
右
︑
九
六
頁
︒

（
34
）  
白
樂
晴
「
編
集
後
記
︱
︱
「
創
作
과
批
評
」
二
年
半
︱
︱
」『
創
作
과
批
評
』
一
〇
号
︑

一
九
六
八
年
五
月
︑
三
七
四
頁
︒

（
35
）  

同
右
︑
三
七
三
頁
︒

（
36
）  

千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 

묻
다
』
九
八
頁
︒

（
37
）  

同
右
︑
九
九
頁
︒

（
38
）  

同
右
︑
九
九
頁
︒

（
39
）  

同
右
︑
一
〇
二
頁
︒

（
40
）  

ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
『
恐
怖
の
権
力
︱
︱
〈
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
〉
試
論
︱
︱
』

（
一
九
八
〇
年
）
枝
川
昌
雄
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
八
四
年
︑
六
頁
︒「abject

」

は
「ab

（
分
離
す
べ
く
）+ ject

（
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
）」
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
︑

「
対
象objet

（ob

（
前
に
）+ jet

（
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
））」
で
は
な
い
点
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
（
同
︑
三
頁
）︒

（
41
）  

金
哲
は
︑
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
ア
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
念
を
用
い
て
︑
戦
後
の
韓
国
社
会

に
お
け
る
暴
力
の
問
題
を
論
ず
る
（「
わ
れ
わ
れ
を
守
る
お
ぞ
ま
し
い
も
の
た
ち
︱
︱
到

来
し
な
か
っ
た
「
戦
後
」
︱
︱
」
田
島
哲
夫
訳
︑『
思
想
』
一
〇
九
五
号
︑
二
〇
一
五
年

七
月
）︒
本
稿
は
︑
金
哲
の
こ
う
し
た
方
法
論
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
︒

（
42
）  

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
前
掲
『
恐
怖
の
権
力
』
四
・
五
・
六
頁
︒

（
43
）  

同
右
︑
四
頁
︒

（
44
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
45
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
46
）  

同
右
︑
一
五
頁
︒

（
47
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
48
）  

同
右
︑
七
頁
︒

（
49
）  

同
右
︑
三
一
二
頁
︒

（
50
）  

同
右
︑
四
頁
︒

（
51
）  

「︽
巻
頭
言
︾
祖
国
을 

痛
哭
한
다
」『
青
脈
』
一
巻
三
号
︑
一
九
六
四
年
一
一
月
︑

一
一
頁
︒

（
52
）  

「
特
集 

韓
国
人
의 

異
相
気
質
」『
青
脈
』
一
巻
四
号
︑
一
九
六
四
年
一
二
月
︑
八
〇
頁
︒

（
53
）  

黃
秉
周
「
朴
正
煕 

体
制
의 

支
配
談
論
과 

大
衆
의 

国
民
化
」
林
志
弦
他
編
『
大
衆
独

裁
：
強
制
와 

同
意 

사
이
에
서
』
책
세
상
︑
二
〇
〇
四
年
︑
四
八
〇
︱
四
八
一
頁
︒

（
54
）  

千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 

묻
다
』
一
〇
三
頁
︒

（
55
）  

同
右
︑
一
〇
三
頁
︒

（
56
）  

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
さ
い
に
も
っ
と
も
重
要
な
思

想
家
で
あ
る
︒
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
と
と
も
に
主
唱
し
た
「
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」

の
核
心
に
は
︑
七
〇
年
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
が
据
え
ら
れ
て
い
る

と
も
い
え
る
（『
資
本
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
七
年
）
横
越

英
一
監
訳
︑
柘
植
書
房
︑
一
九
八
五
年
）︒
ラ
ク
ラ
ウ
は
二
〇
〇
五
年
に
は
︑『
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
的
な
理
性
に
つ
い
て
』
を
刊
行
し
︑
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
政
治
的
抵
抗
の

可
能
性
を
提
示
す
る
に
至
る
（O

n Populist Reason, London: V
erso, 2005

）︒
こ
こ
に
は

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
く
し
て
社
会
主
義
は
な
く
︑
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
最
高
形
態
は
社

会
主
義
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
」（
前
掲
『
資
本
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』

二
〇
一
頁
）
と
い
っ
た
過
去
の
主
張
が
︑「
プ
レ
ブ
スplebs

」
の
検
討
に
よ
っ
て
具
体

化
さ
れ
て
い
る
︒「
プ
レ
ブ
ス
」
と
は
「
ポ
プ
ル
スpopulus

」
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て

お
ら
ず
︑
分
断
さ
れ
た
ま
ま
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
び
と
を
指
す
概
念
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
ラ
ク
ラ
ウ
の
主
張
に
は
︑
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
も
っ

と
も
重
要
な
地
域
で
も
あ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
の
実
際
の
経
験
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
に
関
し
て
は
︑陳
泰
元
前
掲
「
포

퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」︑
布
施
哲
「
回
帰
す
る
人
民
︱
︱
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
民
主

主
義
の
狭
間
で
︱
︱
」（『
Ｉ
Ｒ
Ｓ
』
第
九
・
一
〇
号
併
合
︑二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
57
）  
『
期
待
さ
れ
る
人
間
像
』
に
つ
い
て
は
︑
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
「
国
民
の
物

語
／
亡
霊
の
出
現
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
的
主
体
の
形
成
︱
︱
」（
キ
ャ
ロ
ル
・

グ
ラ
ッ
ク
他
編
『
日
本
の
歴
史
　
第
二
五
巻
　
日
本
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
』
講
談
社
︑

二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
︒



屠所の糞と「ポピュリズム」の行方
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特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来

（
58
）  
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
孤
独
』（
一
九
九
八
年
）
福
井
和
美
訳
︑

藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
一
六
頁
︒

（
59
）  

大
邱
︑
大
田
︑
馬
山
に
お
け
る
デ
モ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
金
台
一
「
大
邱
의 2･28

과 4･19

革
命
」（
鄭
根
植
・
李
浩
龍
編
『
四
月
革
命
과 

韓
国
民
主
主
義
』
선
인
︑

二
〇
一
〇
年
）︑
許
宗
「
大
田
・
忠
南
地
域 

四
月
革
命
의 

勃
発
」（
同
）︑
李
殷
珍
「3･15

馬
山
義
挙
의 

地
域
的 
起
原
과 

展
開
」（
同
）
な
ど
を
参
照
︒

（
60
）  

「
靴
磨
き
た
ち
は
︑
呉
成
元
の
死
体
が
入
っ
て
い
る
棺
桶
を
担
い
で
市
街
を
回
っ
た

後
︑
都
立
病
院
の
裏
山
に
埋
め
た
」
と
い
う
（
朴
泰
洵
「
四
月
革
命
의 

起
爆
剤
가 

된 

金
朱
烈
의 

屍
身
」『
歴
史
批
評
』
一
八
号
︑
一
九
九
二
年
︑
一
九
〇
頁
）︒

（
61
）  

金
승
현
「
新
聞 

写
真
에 

나
타
난 

人
本
主
義
的 

価
値
：4･19

革
命 

報
道
写
真
을 

中

心
으
로
」『
커
뮤
니
케
이
션
科
学
』
一
七
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
三
頁
︒

（
62
）  

「
四
・
一
八
宣
言
文
」『
青
脈
』
二
巻
一
号
︑
一
九
六
五
年
一
月
︑
一
九
八
頁
︒

（
63
）  

国
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
「
民
主
化
運
動
記
念
事
業
会
法
」（
法
律
第
一
二
八
四
四
号
︑

二
〇
一
四
年
一
一
月
一
九
日
試
行
）
を
参
照
（http://w

w
w

.law
.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=

162165 &
efYd=20141119 #0000

︑
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）︒

（
64
）  

国
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
「
大
韓
民
国
憲
法
」（
憲
法
第
一
〇
号
︑
一
九
八
八
年
二
月

二
五
日
試
行
）
を
参
照
（http://w

w
w

.law
.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=61603 &

efYd=19880

225 #A
JA

X

︑
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）︒

（
65
）  

金
美
蘭
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린 「
그
／
녀
들
」」
金
銀
河
他
編

『
革
命
과 

女
性
』
선
인
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
二
〇
頁
︒

（
66
）  

呉
尚
源
「
無
明
記
（
一
）」『
思
想
界
』
九
七
号
︑
一
九
六
一
年
八
月
︑
三
四
五
頁
︒

（
67
）  

金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린
「
그
／
녀
들
」」

一
二
一
頁
︒

（
68
）  

「
四
・
一
九
는 

누
구
도 

利
用
할 

수 

없
다
」『
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
新
聞
』
二
六
九
号
︑

一
九
六
〇
年
五
月
二
日
（『
青
脈
』
三
巻
二
号
︑
一
九
六
六
年
四
月
︑
一
八
七
頁
）︑「
学

生
革
命
의 

意
義
를 

살
리
며 

앞
날
의 

터
전
을 

닦
자
」『
高
大
新
聞
』
二
四
〇
号
︑

一
九
六
〇
年
五
月
一
四
日
（
同
︑
一
八
八
頁
）︑「
韓
国
의 

十
字
軍 

運
動 

四
・
一
九
学

生
義
挙
에 

부
친
다
」『
延
世
春
秋
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
（
同
︑
一
九
〇
頁
）︒

（
69
）  

朴
壽
萬
他
編
『
四
月
革
命
』
四
月
革
命
同
志
会
出
版
部
︑
一
九
六
五
年
︑
四
六
一
頁
︒

（
70
）  

金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린
「
그
／
녀
들
」」

一
三
八
頁
︒

（
71
）  

曹
華
永
編
『
四
月
革
命
闘
争
史
：
取
材
記
者
들
이 

본 

四
月
革
命
의 

底
流
』
国
際
出

版
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
九
六
頁
︒

（
72
）  

金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 

獅
子
들
」
의 

革
命
과 

蒸
発
되
어
버
린 「
그
／
녀
들
」」
一
四
六

︱
一
五
二
頁
︒

（
73
）  

三
・
一
五
義
挙
記
念
事
業
会
『
勝
利
의 

記
録
』
馬
山
日
報
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
七
六

頁
（
引
用
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
金
주
현
「「
義
挙
」
와 「
革
命
」 

사
이
：
잊
힌 

女
性
의 

叙

事
들
」
金
銀
河
他
編
前
掲
『
革
命
과 

女
性
』
一
六
六
頁
に
よ
る
）︒

（
74
）  

呉
尚
源
「
無
明
記
（
三
）」『
思
想
界
』
一
〇
〇
号
︑
一
九
六
一
年
一
一
月
︑
四
一
六
頁
︒

（
75
）  

朴
泰
洵
「
무
너
진 

劇
場
」（
一
九
六
八
年
）『
韓
国
小
説
文
学
大
系
』
五
〇
巻
︑
東
亜

出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︑
四
四
︱
四
六
頁
︒

（
76
）  

「
白
潤
善
義
挙
談
」『
三
・
一
五
義
挙
』
四
号
︑
一
九
九
七
年
︑
三
七
・
三
八
頁
︒

（
77
）  

朴
泰
洵
前
掲
「
무
너
진 

劇
場
」
四
八
・
五
五
頁
︒

（
78
）  

前
掲
「
四
・
一
九
는 

누
구
도 

利
用
할 

수 

없
다
」（
一
八
七
頁
）︑
前
掲
「
学
生
革
命

의 

意
義
를 

살
리
며 

앞
날
의 

터
전
을 

닦
자
」（
一
八
九
頁
）︒

（
79
）  

「
合
理
的 

経
済
樹
立
만
이 

民
主
革
命
의 

課
業
이
다
」
前
掲
『
青
脈
』
三
巻
二
号
︑

一
九
四
頁
︒

（
80
）  

四
・
一
九
民
主
革
命
大
邱
・
慶
北
同
志
会
編
『
大
邱
四
・
一
九
民
主
革
命
：
主
役
들

의 

回
顧
』
二
〇
〇
九
年
︒

（
81
）  
権
明
娥
『
淫
乱
과 

革
命
：
風
紀
紊
乱
의 

系
譜
와 

情
念
의 

政
治
学
』
책
세
상
︑

二
〇
一
三
年
︑
二
三
五
頁
︒

（
82
）  

「
秩
序
바
로
잡
자
」『
東
亜
日
報
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
︒

（
83
）  

朴
泰
洵
前
掲
「
무
너
진 

劇
場
」
四
八
頁
︒

（
84
）  

呉
尚
源
前
掲
「
無
明
記
（
三
）」
四
一
六
︱
四
一
七
頁
︒
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（
85
）  

こ
の
一
連
の
過
程
に
つ
い
て
は
︑
千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 

묻

다
』︑
洪
錫
律
「
一
九
六
〇
年
代 

知
性
界
의 

動
向
」（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
編

『
一
九
六
〇
年
代 

社
会 

変
化 

研
究
：
一
九
六
三
～
一
九
七
〇
』
백
산
書
堂
︑
一
九
九
九

年
）
な
ど
を
参
照
︒

（
86
）  

林
志
弦
「
六
八
年
革
命
と
朝
鮮
半
島
︱
︱
過
去
に
な
っ
た
未
来
︱
︱
」
渡
辺
直
紀
訳
︑

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
他
編
『1968

年
の
世
界
史
』
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
六
六

︱
一
六
九
頁
︒

（
87
）  

同
右
︑
一
六
九
︱
一
七
三
頁
︒
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は
じ
め
に

　
主
に
宮
廷
人
に
よ
る
『
文
華
秀
麗
集
』︑『
経
国
集
』
の
梵
門
詩
に
は
︑
仏
家

か
ら
は
た
だ
一
人
︑
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
の
詩
が
採
録
さ
れ
て
い
る
︒

空
海
は
︑
真
言
宗
の
開
祖
と
し
て
仏
教
界
に
お
け
る
影
響
の
み
な
ら
ず
︑
詩
文

に
長
じ
る
一
詩
人
と
し
て
︑
文
学
理
論
書
『
文
鏡
秘
府
論
』
や
作
品
集
『
性
霊

集
』
な
ど
を
遺
し
︑
宮
廷
詩
壇
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
甚
だ
大
き
い
︒『
性
霊
集
』

巻
第
一
に
収
ま
る
「
遊
山
慕
仙
詩
」
及
び
良
岑
安
世
に
宛
て
た
「
入
山
興
」

（『
経
国
集
』
梵
門
に
も
見
え
る
）︑「
山
中
有
何
楽
」
な
ど
一
連
の
詩
作
は
︑
六

朝
と
初
唐
の
文
学
を
背
景
に
も
ち
な
が
ら
︑
宮
廷
人
の
梵
門
詩
と
も
︑
そ
の
も

と
と
な
っ
た
『
荘
子
』
逍
遥
遊
︑『
文
選
』「
遊
仙
詩
」︑「
遊
天
台
山
賦
」
な
ど

の
詩
文
と
も
異
質
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
︒
と
く
に
『
性
霊
集
』
劈
頭
に
置
か

れ
た
「
遊
山
慕
仙
詩
」
は
そ
の
好
例
で
あ
る
︒
詩
題
は
一
見
遊
仙
詩
の
よ
う
に

隠
逸
風
で
あ
る
が
︑
内
容
は
仏
教
的
な
も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
︒

波
戸
岡
旭
氏
は
こ
の
一
首
の
構
成
や
︑
出
典
︑
さ
ら
に
創
作
動
機
及
び
主
題
な

ど
に
つ
い
て
︑『
楚
辞
』
の
「
遠
遊
」︑
曹
植
・
郭
璞
の
「
遊
仙
詩
」
と
い
っ
た

従
来
の
遊
仙
詩
と
の
類
似
を
考
察
し
︑
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
は
仏
教
思
想

を
説
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
単
な
る
遊
仙
の
意
の
み
で
な
く
︑
俗
塵
や
無
常

を
も
併
せ
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
本
格
的
な
遊
仙
詩
で
あ
る
と
主
張
し
た（

1
）

︒

こ
れ
に
対
し
︑
井
実
充
史
氏
は
「﹃
文
選
﹄
遊
仙
詩
を
踏
襲
し
た
形
跡
は
な
い
︒

言
及
し
つ
つ
踏
襲
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
意
識
的
に
無
視
あ
る
い
は
排

除
し
た
と
い
え
る
」
と
異
議
を
呈
し
︑「
形
式
・
内
容
と
も
に
ま
っ
た
く
新
た

な
遊
仙
詩
を
歌
い
上
げ
よ
う
と
す
る
」
空
海
の
創
作
意
図
を
強
調
し
た（

2
）

︒
両
氏

と
も
「
遊
山
慕
仙
詩
」
と
『
文
選
』
な
ど
に
載
せ
ら
れ
た
従
来
の
遊
仙
詩
と
の

関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
の
︑
入
唐
の
経
験
に
よ
っ
て
渉
覧
で
き

『
文
選
』
遊
仙
詩
の
超
克

―
―
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

田
　
云
明
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た
中
国
本
土
の
文
学
作
品
や
思
想
界
の
動
向
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
は
︑

十
分
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」

は
い
か
に
仏
教
的
な
も
の
を
取
り
入
れ
︑『
文
選
』
の
遊
仙
詩
を
再
構
築
し
た

の
か
︒
そ
れ
は
す
べ
て
空
海
の
独
創
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
は
︑
主
に
空
海
の
帰
国
後
の
著
述
に
表
わ
れ
た
文
学
観
を
手
が
か
り
に
︑

彼
の
文
学
創
作
の
姿
勢
を
把
握
し
た
う
え
で
︑
と
く
に
入
唐
時
に
目
に
と
ま
っ

た
詩
文
や
儒
・
仏
・
老
の
三
教
論
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
︑「
遊
山

慕
仙
詩
」
に
お
け
る
『
文
選
』
遊
仙
詩
の
受
容
と
超
克
を
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

　

一
　
空
海
の
文
学
観

　
空
海
の
文
学
観
は
ま
ず
入
唐
以
前
︑
二
十
四
歳
の
若
さ
で
書
い
た
『
聾ろ
う

瞽こ

指し
い

帰き

』
や
︑
の
ち
の
『
三さ
ん

教ご
う

指し
い

帰き

』
に
表
わ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
両
者
の
序

に
焦
点
を
絞
っ
て
︑
入
唐
前
後
の
空
海
の
文
学
観
を
考
察
す
る
︒
入
唐
以
前
に

著
さ
れ
た
『
聾
瞽
指
帰
』
序
文（

3
）

の
冒
頭
で
は
︑
詩
文
成
立
の
根
源
に
つ
い
て
述

べ
た
の
ち
︑「
然
人
有
工
拙
詞
有
妍
嗤
︒
曹
建
之
詩
未
免
齟
齬
︒
沈
休
之
筆
猶

多
病
累
（
然
る
に
人
︑
工
拙
有
り
︒
詞
︑
妍
嗤
有
り
︒
曹
建
が
詩
も
未
だ
齟
齬
を
免

れ
ず
︑
沈
休
が
筆
も
猶
病
累
多
し
）」
と
︑
詩
文
創
作
の
技
術
面
か
ら
曹
植
（
曹

子
建
）︑
沈
約
（
沈
休
文
）
と
い
っ
た
『
文
選
』
の
代
表
的
な
詩
人
を
批
判
す
る
︒

さ
ら
に
︑
唐
国
の
張
文
成
の
『
散
労
記
』（『
遊
仙
窟（

4
）

』）
と
本
朝
の
日
雄
人
の

『
睡
覚
記
』
と
を
対
照
さ
せ
て
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

復
有
唐
國
張
文
成
著
散
勞
書
︒
詞
貫
瓊
玉
筆
翔
鸞
鳳
︒
但
恨
濫
縦
淫
事
曾

無
雅
詞
︒（
中
略
）本
朝
日
雄
人
述
睡
覺
記
︒
勝
辯
巧
發
詭
言
雲
敷
︒（
中
略
）

雖
竝
先
人
之
遺
美
︒
未
足
後
誡
之
準
的
︒

（
復
唐
國
の
張
文
成
と
い
ふ
も
の
有
り
︑
散
勞
書
を
著
は
す
︒
詞
瓊
玉
を
貫
き
︑

筆
鸞
鳳
を
翔か

け

ら
す
︒
但
恨
む
ら
く
は
濫
み
だ
り

に
淫
事
を
縦
ほ
し
い
ま
まに

し
て
曾
て
雅
詞
無
し
︒

（
中
略
）
本
朝
の
日
雄
と
い
ふ
人
︑
睡
覺
記
を
述
ぶ
︒
勝
辯
巧
み
に
發
し
︑
詭

言
雲
の
ご
と
く
に
敷
く
︒（
中
略
）
竝
び
に
先
人
の
遺
美
な
り
と
雖
も
︑
未
だ

後
誡
の
準
的
と
す
る
に
足
ら
ず
︒）

　
空
海
は
『
遊
仙
窟
』
と
『
睡
覚
記
』
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
「
詞
瓊
玉
を
貫

き
︑
筆
鸞
鳳
を
翔
ら
す
」︑「
勝
辯
巧
み
に
發
し
︑
詭
言
雲
の
ご
と
く
に
敷
く
」

と
︑
創
作
技
術
に
つ
い
て
両
者
を
肯
定
し
な
が
ら
︑「
但
恨
む
ら
く
は
濫
に
淫

事
を
縦
に
し
て
曾
て
雅
詞
無
し
」︑「
未
だ
後
誡
の
準
的
と
す
る
に
足
ら
ず
」
と
︑

思
想
内
容
に
関
し
て
は
両
者
を
否
定
し
た
︒「
先
人
の
遺
美
」
に
並
ぶ
と
両
者

の
古
典
と
し
て
の
価
値
を
認
め
つ
つ
︑「
後
誡
の
準
的
」
に
足
ら
ず
と
︑
勧
誡

の
模
範
に
な
ら
な
い
と
批
判
す
る
︒
こ
こ
か
ら
︑「
否
定
し
な
が
ら
こ
れ
を
肯

定
し
︑
拒
否
し
な
が
ら
承
け
継
ご
う
と
し
て
い
る（

5
）

」
空
海
の
文
学
受
容
に
対
す

る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
︒
漢
詩
文
の
権
威
的
存
在
で
あ
る
『
文
選
』
や
︑
当
時

流
行
し
て
い
た
文
学
の
代
表
で
あ
る
張
文
成
の
『
遊
仙
窟
』
を
批
判
的
に
捉
え

る
空
海
の
態
度
は
︑
そ
れ
ま
で
『
文
選
』︑『
遊
仙
窟
』
の
章
句
を
一
途
に
模
倣

し
て
き
た
宮
廷
人
の
創
作
態
度
と
は
大
い
に
異
な
る
と
い
え
よ
う
︒
空
海
の
文
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学
評
論
の
基
準
に
お
い
て
︑
創
作
技
術
の
ほ
か
︑
詩
文
の
思
想
内
容
を
よ
り
重

視
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑「
馮
彼
所
之
之
文
︒
仰
此
言

志
之
義
（
彼
の
之
く
所
の
文
に
馮
つ
て
︑
此
の
志
を
言
ふ
の
義
を
仰
ぐ
）」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
︑『
聾
瞽
指
帰
』
の
創
作
動
機
は
「
言
志
」
に
あ
る
こ
と
が
分
か

る
︒「
言
志
」
と
は
︑『
毛
詩
』
大
序
「
詩
者
志
之
所
之
也
︒
在
心
為
志
︑
発
言

為
詩
（
詩
は
志
の
之
く
所
な
り
︒
心
に
在
る
を
志
と
為
し
︑
言
に
発
す
る
を
詩
と
為

す
）」︑『
尚
書
』
舜
典
「
詩
言
志
」
に
見
え
る
よ
う
に
︑
詩
文
を
以
て
治
国
の

志
を
掲
げ
る
と
い
う
儒
教
的
文
学
理
念
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
文
学
を
治

国
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
儒
教
の
方
法
を
援
用
し
︑
治
国
の
志
を
「
示
出
世

趣
」
す
な
わ
ち
出
家
の
志
に
転
じ
て
︑
文
学
を
布
教
の
手
段
と
唱
え
た
︒
つ
ま

り
︑
空
海
は
文
学
に
よ
る
国
の
統
治
︑
民
の
教
化
と
い
う
儒
教
の
方
法
を
仏
教

の
布
教
・
救
済
に
転
用
し
た
の
で
あ
る
︒

　
唐
土
留
学
か
ら
帰
国
後
の
改
作
と
さ
れ
る
『
三
教
指
帰
』
の
序
も
︑
文
章
の

成
立
に
つ
い
て
書
き
起
こ
し
た
の
ち
︑「
雖
云
凡
聖
殊
貫
︒
古
今
異
時
︒
人
之

寫
憤
︒
何
不
言
志
（
凡
聖
貫
殊
に
古
今
時
異
な
り
と
云
ふ
と
雖
も
︑
人
の
憤
り
を

寫
ぐ
︑
何
ぞ
志
を
言
は
ざ
ら
む
）」
と
︑
同
じ
く
「
詩
言
志
」
を
標
榜
し
て
い
る
︒

こ
こ
か
ら
も
︑
詩
文
の
思
想
内
容
を
重
視
す
る
入
唐
以
前
と
変
ら
な
い
空
海
の

文
学
観
が
読
み
と
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
後
は
『
文
選
』
や
『
遊
仙
窟
』
に
対
す
る
批
判
の
代
わ
り

に
︑
大
学
を
去
っ
て
沙
門
に
就
く
経
緯
を
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑「
釋
李
孔
」

つ
ま
り
仏
教
・
道
教
・
儒
教
に
対
し
て
︑「
雖
淺
深
有
隔
︒
竝
皆
聖
説
（
淺
深

隔
有
り
と
雖
も
︑
竝
び
に
皆
聖
説
な
り
）」
と
︑
三
教
へ
の
肯
定
的
態
度
を
示
し
︑

『
三
教
指
帰
』
の
思
想
論
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
鮮
明
に
際
立
た
せ
て
い
る
︒

『
三
教
指
帰
』
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
︑
ま
ず
儒
教
を
紹
介
し
︑
次
に
道
教
の
立

場
か
ら
こ
れ
を
批
判
し
︑
さ
ら
に
道
教
を
仏
教
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
と
い
う

空
海
の
仏
教
主
導
の
立
場
は
一
貫
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
道

教
︑
儒
教
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
外
来
文
学
の
受
容
に
お
い
て
見

ら
れ
る
姿
勢
が
︑
批
判
し
な
が
ら
継
承
す
る
と
い
う
︑
外
来
思
想
の
受
容
に
お

け
る
姿
勢
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
︒
一
方
︑
表
現
の
面

で
は
︑
序
の
「
信
大
聖
之
誠
言
」
に
見
え
る
「
大
聖
」
と
い
う
︑『
聾
瞽
指
帰
』

に
見
え
な
い
仏
の
呼
称
が
注
目
に
値
す
る
︒
空
海
の
「
御
請
来
目
録（

6
）

」
を
繙
く

と
︑「
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
佛
刹
功
徳
荘
嚴
經
三
巻
」︑「
大
聖
天
歡
喜
雙
身
毘

那
夜
迦
法
一
巻
」
と
あ
る
よ
う
に
︑「
大
聖
」
は
当
時
唐
土
で
出
回
っ
た
仏
教

関
連
書
で
広
く
使
わ
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
遡
る
と
︑
唐
の
道
宣
が
編

纂
し
た
仏
教
と
道
教
の
論
争
文
『
広
弘
明
集
』
の
序
文
に
は
︑「
原
夫
小
道
大

道
自
古
常
談
︒
大
聖
小
聖
由
來
共
述
」
と
あ
る
︒「
大
聖
」
は
単
な
る
仏
の
呼

称
だ
け
で
な
く
︑
仙
人
を
表
わ
す
「
小
聖
」
と
対
照
的
な
表
現
で
︑
道
教
よ
り

優
位
に
立
つ
仏
教
観
を
も
込
め
て
い
る
︒「
御
請
来
目
録
」
に
「
三
教
不
齋
論（

7
）

」

と
い
う
唐
の
三
教
交
渉
論
が
現
れ
る
ほ
ど
︑
当
時
の
中
国
に
お
い
て
儒
教
・
道

教
・
仏
教
が
絡
み
合
っ
て
い
た
情
況
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
帰
国
後
に
『
聾
瞽
指

帰
』
を
『
三
教
指
帰
』
と
改
め
た
空
海
は
︑
こ
う
し
た
思
想
界
の
動
向
を
的
確

に
捉
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
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文
学
に
対
す
る
姿
勢
は
︑『
聾
瞽
指
帰
』
や
『
三
教
指
帰
』
に
限
ら
ず
︑
彼

自
身
が
編
集
し
た
文
学
理
論
書
『
文
鏡
秘
府
論（

8
）

』
か
ら
も
読
み
取
れ
る
︒
序
の

冒
頭
に
︑「
夫
大
仙
利
物
︑
名
教
爲
基
︑
君
子
濟
時
︑
文
章
是
本
也
（
夫
れ
大

仙
の
物
を
利
す
る
や
︑
名
教
も
て
基
と
爲
し
︑
君
子
の
時
を
済
ふ
や
︑
文
章
是
れ
本

な
り
）」
と
述
べ
︑「
大
仙
」
す
な
わ
ち
仏
陀
が
衆
生
を
導
く
に
は
︑「
名
教
」

す
な
わ
ち
言
葉
に
よ
る
教
え
を
根
底
と
し
︑「
君
子
」
す
な
わ
ち
儒
教
の
有
徳

者
が
時
世
を
救
済
す
る
に
は
︑
文
章
が
そ
の
根
本
で
あ
る（

9
）

と
︑
僧
侶
が
詩
文
を

も
の
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
︒「
大
仙
」
は
『
涅
槃
経
』
巻
二

寿
命
品
の
「
大
仙
は
涅
槃
に
入
り
︑
仏
日
は
地
に
墜
つ
」
に
見
え
る
︒「
利
物
」

は
『
荘
子
』
天
地
篇
の
「
愛
人
利
物
之
謂
仁
（
人
を
愛
し
物
を
利
す
る
︑
之
を
仁

と
謂
ふ
）」
に
よ
る
︒
ま
た
︑「
君
子
濟
時
︑
文
章
是
本
也
」
は
『
文
選
』
曹
丕

「
典
論
論
文
」
の
「
文
章
經
國
之
大
業
（
文
章
は
國
を
經
む
る
大
業
）」
と
い
う

儒
教
的
文
学
観
に
基
づ
く（

10
）

︒

　
わ
ず
か
十
八
文
字
で
は
あ
る
が
︑
内
典
・
外
典
を
自
在
に
駆
使
す
る
空
海
の

作
風
が
う
か
が
え
る
︒
続
い
て
「
世
間
出
世
」
す
な
わ
ち
俗
界
と
仏
教
界
に
お

け
る
文
章
の
重
要
性
を
論
じ
る
に
は
︑「
故
經
説
阿
毗
跋
致
菩
薩
︑
必
須
先
解

文
章
（
故
に
経
に
説
く
︑
阿
毗
跋
致
菩
薩
は
︑
必
ず
須
く
先
づ
文
章
を
解
す
べ
し

と
）」
と
仏
典
を
引
用
す
る
の
み
な
ら
ず
︑「
小
子
何
莫
學
夫
詩
（
小
子
何
ぞ
夫

の
詩
を
學
ぶ
莫
き
や
）」
と
『
論
語
』
陽
貨
篇
を
も
援
用
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
三

教
兼
学
の
空
海
は
「
志
篤
禪
黙
︑
不
屑
此
事
（
志
は
禪
黙
に
篤
く
し
て
︑
此
の
事

を
屑
く
せ
ず
）」
と
︑
自
ら
の
仏
教
的
な
立
場
を
明
示
し
て
お
り
︑
文
学
の
意

義
を
強
調
し
な
が
ら
︑
文
学
と
の
距
離
を
保
つ
姿
勢
を
崩
さ
な
い
︒
ま
さ
に
空

海
の
弟
子
真
済
の
手
に
よ
る
『
性
霊
集
』
序
の
「
風
雅
勧
戒
」
の
よ
う
に
︑
文

学
を
布
教
の
手
段
と
も
す
る
空
海
の
文
学
観
が
看
取
さ
れ
る
︒

　
空
海
は
︑「
詩
言
志
」
と
い
う
伝
統
的
詩
観
や
︑「
文
章
経
国
」
と
い
う
儒
教

的
文
学
観
を
巧
み
に
援
用
し
︑「
名
教
為
基
」
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
仏
道
の
布

教
・
救
済
・
教
化
の
手
段
と
し
て
の
文
学
の
価
値
を
強
調
し
て
い
る
︒
こ
の
点

か
ら
︑
創
作
技
術
よ
り
も
思
想
内
容
を
重
要
視
す
る
理
由
が
理
解
で
き
る
で
あ

ろ
う
︒
次
に
︑
空
海
の
文
学
観
が
ど
の
よ
う
に
遊
仙
詩
の
再
構
築
に
影
響
を
与

え
た
の
か
︑
彼
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
を
分
析
す
る
に
先
立
っ
て
︑『
文
選
』
遊

仙
詩
の
内
容
と
構
成
を
確
認
し
た
い
︒

二
　『
文
選
』
遊
仙
詩
に
お
け
る
二
段
階
の
構
図

　『
文
選
』
遊
仙
部
の
解
題
に
あ
た
っ
て
︑
李
善
は
「
凡
そ
遊
仙
の
篇
は
︑
み

な
︑
塵
網
を
滓し

穢あ
い

と
し
︑
纓え
い
ふ
つ紱

を
錙し

銖し
ゅ

と
し
て
︑
霞
を
倒
景
に
飡く
ら

ひ
︑
玉
を
玄

都
に
餌く
ら

ふ
」
と
い
う（

11
）

︒
仙
境
へ
の
思
慕
と
俗
世
・
官
界
へ
の
嫌
悪
と
の
︑
遊
仙

詩
の
二
つ
の
主
題
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒『
文
選
』
遊
仙
部
に
収
録
す
る
何
劭

の
一
首
と
郭
璞
の
七
首
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
主
題
を
表
わ
す
代
表
作
で
あ
る
︒

「
去
世
遊
仙（

12
）

」
と
定
義
さ
れ
た
よ
う
に
︑
遊
仙
詩
は
心
を
仙
境
に
遊
ば
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
世
俗
を
超
越
す
る
も
の
で
︑
そ
の
主
旨
は
隠
逸
詩
と
相
通
ず
る
も

の
が
あ
る
︒『
芸
文
類
聚
』
周
弘
譲
「
無
名
詩
」（
巻
第
三
十
六
・
隠
逸
上
）
に
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「
相
看
不
道
姓
︑
焉
知
隠
與
仙
」
と
詠
ま
れ
る
ほ
ど
︑
隠
者
と
仙
人
は
区
別
し

難
い
存
在
で
あ
っ
た
︒
そ
の
う
ち
︑
と
り
わ
け
「
去
世
」
に
重
点
を
お
き
︑
遊

仙
の
題
材
と
形
式
を
隠
逸
の
主
題
と
結
び
つ
け
る
作
品
を
遊
仙
隠
逸
詩
と
い
う（

13
）

︒

次
に
︑
遊
仙
隠
逸
詩
の
大
成
者
と
さ
れ
る
郭
璞
の
「
遊
仙
詩
」
を
考
察
す
る
︒

「
遊
仙
詩
」
七
首
︑
其
一

京
華
遊
俠
窟
　
山
林
隱
遯
棲
　
　  
京
華
は
遊
俠
の
窟
に
し
て
︑
山
林
は
隱

遯
の
棲せ
い

な
り
︒

朱
門
何
足
榮
　
未
若
託
蓬
萊
　
　  

朱
門
は
何
ぞ
榮え
い

と
す
る
に
足
ら
ん
︑
未

だ
若し

か
ず
蓬
萊
に
託
す
る
に
︒

臨
源
挹
淸
波
　
陵
崗
掇
丹
荑
　
　

 
 

源
み
な
も
とに

臨
み
て
淸
波
を
挹く

み
︑
崗
に
陵の
ぼ

り

て
丹
荑
を
掇と

る
︒

靈
谿
可
潛
盤
　
安
事
登
雲
梯
　
　  

靈
谿
は
潛
盤
す
可べ

し
︑
安
い
づ
く

ん
ぞ
雲
梯
に

登
る
を
事
と
せ
ん
︒

漆
園
有
傲
吏
　
萊
氏
有
逸
妻
　
　  

漆
園
に
傲
吏
有
り
︑
萊
氏
に
逸
妻
有
り
︒

進
則
保
龍
見
　
退
爲
觸
藩
羝
　
　  

進
ん
で
は
則
ち
龍
見
を
保
つ
も
︑
退
い

て
は
藩か
き

に
觸ふ

る
る
の
羝
ひ
つ
じ

と
爲
る
︒

高
蹈
風
塵
外
　
長
揖
謝
夷
齊
　
　  

風
塵
の
外ほ
か

に
高
蹈
し
︑
長
ち
や
う
い
つ揖

し
て
夷い

齊せ
い

を
謝し
ゃ

す
︒

　
こ
の
一
首
に
は
︑
乱
世
を
生
き
る
三
つ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ
は

「
朱
門
」
に
住
む
︑
つ
ま
り
出
仕
す
る
こ
と
︒
一
つ
は
「
山
林
隱
遯
」︑
隠
逸
す

る
こ
と
︒
も
う
一
つ
は
「
蓬
萊
」
に
託
す
︑
つ
ま
り
仙
境
に
遊
ぶ
こ
と
︒
文
面

に
限
っ
て
見
れ
ば
︑「
朱
門
は
何
ぞ
榮
と
す
る
に
足
ら
ん
」︑「
長
揖
し
て
夷
齊

を
謝
す
」
と
詠
ん
だ
よ
う
に
︑
作
者
は
出
仕
と
山
林
隠
逸
を
否
定
し
︑「
未
だ

若
か
ず
蓬
萊
に
託
す
る
に
」
と
唱
え
た
よ
う
に
遊
仙
の
道
を
選
ん
だ
︒
し
か
し
︑

「
京
華
と
山
林
と
を
並
び
に
起
こ
し
て
︑
用
意
の
在
る
所
を
見し
め

す
︒
仙
は
他
の

異
あ
る
に
あ
ら
ず
︑
正
に
謂
ふ
所
の
山
林
の
客
な
り
︒
遊
仙
の
詩
を
読
む
に
は
︑

須
ら
く
此
の
意
を
知
る
べ
し（

14
）

」
と
何
焯
が
念
入
り
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
遊
仙

は
た
だ
の
形
式
で
あ
り
︑
そ
の
本
質
は
隠
逸
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
︒「
清
波
」

「
丹
荑
」「
靈
谿
」
な
ど
仙
境
ら
し
い
自
然
を
描
く
の
は
︑「
安
ん
ぞ
雲
梯
に
登

る
を
事
と
せ
ん
」
と
考
え
て
︑
官
界
に
と
ど
ま
り
︑
仕
官
し
て
栄
達
す
る
こ
と

を
超
越
す
る
た
め
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
詩
人
が
憧
れ
た
仙
境
は
「
源
に
臨
み
て
清
波
を
挹
み
︑
崗
に
陵

り
て
丹
荑
を
掇
る
︒
靈
谿
は
潛
盤
す
可
し
」
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
遥
か

で
及
び
難
い
場
所
で
は
な
く
︑
人
間
界
の
山
林
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
︒「
漆

園
に
傲
吏
有
り
︑
萊
氏
に
逸
妻
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
︑
作
者
の
理
想
像
は
荘

子
︑
莱
子
の
妻
と
い
っ
た
仕
官
拒
否
の
隠
者
で
あ
る
︒
仙
境
で
あ
れ
︑
山
林
で

あ
れ
︑
同
じ
く
超
俗
的
自
然
の
創
出
に
よ
っ
て
世
俗
・
官
界
を
否
定
す
る
の
が
︑

遊
仙
と
隠
逸
の
共
通
点
で
あ
る
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
遊
仙
隠
逸
詩
の
主
旨
は
遊

仙
で
は
な
く
︑
隠
逸
に
あ
る
︒

　
作
者
は
遊
仙
の
道
を
選
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
其
四
に
「
淮
海
變
微
禽
︑
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吾
生
獨
不
化
（
淮
海
は
微
禽
を
變
ず
る
も
︑
吾
が
生
は
獨
り
化
せ
ず
）」
と
述
べ
て
︑

小
さ
な
禽
ま
で
も
変
化
す
る
が
︑
た
だ
我
の
み
は
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
︑
仙
人
に
な
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑「
雖

欲
騰
丹
谿
︑
雲
螭
非
我
駕
（
丹
谿
に
騰
ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
︑
雲
螭
は
我
が
駕
に

非
ず
）」︑「
臨
川
哀
年
邁
︑
撫
心
獨
悲
吒
（
川
に
臨
み
て
年
の
邁
く
を
哀
し
み
︑

心
を
撫
し
て
獨
り
悲
吒
す
）」
と
︑
不
老
長
寿
の
仙
を
学
び
た
い
が
成
ら
ず
︑
年

月
だ
け
が
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
て
ゆ
く
こ
と
を
絶
望
的
に
嘆
い
て
い
る
︒

　
一
方
︑「
遊
仙
詩
」
其
七
に
お
い
て
は
︑「
蕣
榮
不
終
朝
︑
蜉
蝣
豈
見
夕
（
蕣

榮
は
朝
を
終
へ
ず
︑
蜉
蝣
は
豈
夕
を
見
ん
や
）」
と
描
い
た
俗
世
の
無
常
に
対
す

る
方
策
と
し
て
︑
郭
璞
は
「
圓
丘
有
竒
草
︑
鍾
山
出
靈
液
（
圓
丘
に
は
竒
草
有

り
︑
鍾
山
に
は
靈
液
を
出
だ
す
）」
や
︑「
安
期
鍊
五
石
（
安
期
は
五
石
を
鍊
る
）」

な
ど
︑
不
老
長
寿
の
薬
︑
仙
人
の
錬
丹
術
に
言
及
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
神
仙

思
想
に
よ
る
無
常
の
克
服
︑
不
老
長
寿
の
実
現
は
︑
作
者
の
懐
疑
的
・
絶
望
的

実
感
と
合
せ
て
考
え
る
と
︑
か
な
り
矛
盾
し
て
お
り
︑
真
実
性
に
欠
け
て
い
る
︒

　
以
上
の
考
察
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
郭
璞
は
「
遊
仙
詩
」
に
お
い
て
「
朱

門
」︑「
山
林
」
を
超
越
す
る
仙
境
を
志
向
し
て
い
る
も
の
の
︑
人
間
界
の
山
林

に
近
い
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
創
出
で
き
な
か
っ
た
︒
俗
世
の
無
常
を
前
に
︑

神
仙
思
想
が
唱
え
る
不
老
長
寿
の
限
界
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
︒
其
七
の
尾

聯
「
長
揖
當
塗
人
︑
去
來
山
林
客
（
當
塗
の
人
に
長
揖
し
︑
去
來
し
て
山
林
の
客

た
ら
ん
）」
が
︑
其
一
の
「
山
林
は
隱
遯
の
棲
な
り
」
と
呼
応
し
て
詠
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
︑
遊
仙
詩
の
主
旨
は
官
を
辞
め
て
山
林
に
隠
逸
す
る
こ
と
に
あ
り
︑

そ
の
構
図
は
「
朱
門
︱
山
林
」
の
二
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

　

三
　
遊
仙
詩
の
超
克
―
―
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
―
―

　
こ
う
し
た
『
文
選
』
の
遊
仙
詩
に
対
し
て
︑
空
海
は
「
遊
山
慕
仙
詩
」
序
に

お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
︒

昔
︒
何
生
郭
氏
︒
賦
志
遊
仙
︒
格
律
高
奇
︒
藻
鳳
宏
逸
︒
然
而
︒
空
談
牛

躅
︒
未
說
大
方
︒
余
披
閲
之
次
見
斯
篇
章
吟
詠
再
三
︒
惜
義
理
之
未
盡
︒

遂
乃
︒
抽
筆
染
素
指
大
仙
之
窟
房
︒
兼
︒
悲
煩
擾
於
俗
塵
︒
比
无
常
於
景

物
︒
何
必
神
龜
照
心
一
足
也
︒
大
仙
圓
智
略
有
五
十
三
焉
︒
鑒
機
應
物
其

數
不
少
︒
今
之
勒
韻
意
在
此
乎
︒
一
覽
才
子
︒
庶
遺
文
取
義
︒
云
爾
︒

（
昔
︑
何か

生せ
い

郭
く
わ
く

氏し

︑
志
を
遊
仙
に
賦
す
︒
格
き
や
く

律り
つ

高
奇
に
し
て
藻さ
う

鳳ほ
う

宏
く
わ
う

逸い
つ

な
り
︒

然
れ
ど
も
空
し
く
牛ぎ

う

躅ち
よ
くを
談
じ
て
未
だ
大た
い

方は
う

を
說
か
ず
︒
余わ
れ

︑
披ひ

閲え
つ

の
次つ
い

で
に

斯こ

の
篇
章
を
見
る
︒
吟
詠
す
る
こ
と
再
三
し
て
︑
義
理
の
未
だ
盡
き
ざ
る
こ
と

を
惜
し
む
︒
遂
に
乃

す
な
は
ち
筆
を
抽ぬ

い
て
素そ

を
染
む
︒
大だ
い
せ
ん仙
の
窟
房
を
指
し
︑
兼
ね

て
煩は

ん

擾ぜ
う

を
俗
塵
に
悲
し
び
︑
無
常
を
景
物
に
比ひ

す
︒
何
ぞ
必
ず
し
も
神し
ん

龜き

の
心

を
照
ら
す
こ
と
一
足
の
み
な
ら
む
や
︒
大
仙
の
圓
智
は
略
し
て
五
十
三
有
り
︒

機
を
鑒

か
ん
が

み
物
に
應
じ
て
其
の
數
少
か
ら
ず
︒
今
の
韻
を
勒ろ
く

す
る
こ
と
︑
意
こ
こ
ろ

此こ
こ

に

在
り
︒
一
覽
の
才
子
︑
庶
こ
ひ
ね
が
はく

は
文
を
遺
れ
て
義
を
取
れ
と
云
ふ
こ
と
︑
爾し
か

り
︒）
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何
・
郭
二
氏
の
遊
仙
詩
に
つ
い
て
︑
空
海
は
「
格
律
高
奇
に
し
て
藻
鳳
宏
逸

な
り
」
と
そ
の
文
彩
を
評
価
し
な
が
ら
︑「
空
し
く
牛
躅
を
談
じ
て
未
だ
大
方

を
説
か
ず
」︑「
義
理
の
未
だ
盡
き
ざ
る
こ
と
を
惜
む
」
と
︑
そ
の
内
容
が
「
空

談
」
に
と
ど
ま
り
︑
民
衆
の
教
化
に
は
役
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
判

し
た
︒
こ
れ
は
梁
・
僧
祐
編
『
弘
明
集
』
の
序
に
見
え
る
「（
牟
子
）
讀
神
仙

不
死
之
書
︒
抑
而
不
信
︒
以
爲
虚
誕
」
と
い
う
批
評
に
似
通
っ
て
い
る
︒「
大

方
」
が
仏
道
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
れ
は
『
三
教
指
帰
』
な
ど

に
見
る
創
作
技
術
よ
り
思
想
内
容
と
い
う
文
学
評
価
の
基
準
に
合
致
す
る
︒
続

い
て
「
筆
を
抽
い
て
素
を
染
む
︒
大
仙
の
窟
房
を
指
し
︑
兼
ね
て
煩
擾
を
俗
塵

に
悲
し
び
︑
無
常
を
景
物
に
比
す
」
と
︑
こ
の
一
首
の
創
作
動
機
を
述
べ
た
︒

『
出
曜
經
』
に
「
仙
人
龍
中
上
︑
大
仙
最
為
尊
︒
無
數
佛
沐
浴
︑
是
謂
為
梵
志
」

と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
こ
の
「
大
仙
」
と
は
仏
の
こ
と
を
指
し
︑『
文
選
』
遊
仙

詩
に
描
か
れ
た
世
間
の
仙
人
を
し
の
ぐ
概
念
で
あ
る
︒「
大
仙
の
窟
房
」
と
は

仏
教
的
空
間
を
指
し
︑
世
間
の
仙
境
よ
り
高
次
元
の
境
地
と
位
置
付
け
た
︒

「
大
方
」「
大
仙
」
を
も
っ
て
権
威
的
存
在
で
あ
る
『
文
選
』
の
遊
仙
詩
を
批
判

す
る
空
海
の
姿
勢
が
︑『
三
教
指
帰
』
に
見
え
る
「
大
聖
」
の
表
現
と
同
様
︑

仏
教
主
導
の
立
場
に
因
ん
だ
も
の
だ
と
容
易
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ

は
︑『
文
選
』『
芸
文
類
聚
』
な
ど
に
表
わ
れ
る
隠
逸
表
現
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
た
同
時
代
の
宮
廷
人
の
創
作
姿
勢
と
大
い
に
異
な
る
︒

　
そ
れ
で
は
︑
空
海
は
そ
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
に
お
い
て
︑
遊
仙
詩
の
形
式
を

借
り
な
が
ら
︑
い
か
に
仏
教
の
無
常
思
想
を
導
入
し
︑
仏
教
の
立
場
か
ら
遊
仙

詩
の
仙
境
を
超
越
す
る
仏
教
的
境
地
を
構
築
し
た
の
か
︒
次
に
︑
遊
仙
と
仏
教

に
関
わ
る
内
容
を
解
析
し
な
が
ら
︑
空
海
の
論
法
を
検
証
し
よ
う
︒

高
山
風
易
起
︒
深
海
水
難
量
︒
　
　  

高
山
に
風
起
り
易
く
︑
深
海
に
水
量

り
難
し
︒

空
際
无
人
察
︒
法
身
獨
能
詳
︒
　
　  

空
際
は
人
の
察
す
る
こ
と
無
し
︑
法

身
の
み
獨
り
能
く
詳
つ
ば
び
らか
に
す
︒

鳧
鶴
誰
非
理
︒
螘
龜
詎
叵
暲
︒
　
　

 
 

鳧ふ

鶴か
く

誰い
づ
れか

理
に
非
ざ
る
︑
螘ぎ

龜き

詎た
れ

か

暲あ
ら

は
れ
叵が
た

か
ら
む
︒

葉
公
珍
假
借
︒
秦
鏡
照
眞
相
︒
　
　  

葉
公
假
借
を
珍
た
か
ら

と
し
︑
秦し
ん

鏡け
い

眞
相
を

照
ら
す
︒

　
冒
頭
に
お
い
て
︑
空
海
は
「
高
山
︑
風
︑
深
海
︑
空
」
と
い
う
よ
う
に
︑
自

然
と
『
金
光
明
経
』
の
「
妙
高
山
」
に
象
徴
さ
れ
る
仏
教
的
空
間
を
重
ね
合
わ

せ
て
︑「
遊
山
慕
仙
詩
」
の
舞
台
を
表
わ
し
て
い
る（

15
）

︒
さ
ら
に
︑『
荘
子
』
外

篇
・
駢
拇
に
見
え
る
「
鳧
鶴
」
の
寓
話
な
ど
を
挙
げ
︑「
法
身
」
の
智
慧
の
深

さ
を
述
べ
︑
一
首
の
基
本
的
立
場
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
続
く
「
鵶
目
唯
看

腐
︑
狗
心
耽
穢
香
（
鵶
の
目
は
唯
腐
ち
た
る
を
看
る
︑
狗
の
心
は
穢
は
し
き
香
に

耽
る
）」
な
ど
一
連
の
描
写
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
名
を
比
喩
的
に
用
い
て
︑

俗
世
間
の
穢
れ
た
実
態
を
描
き
︑
序
文
の
「
煩
擾
を
俗
塵
に
悲
し
び
」
を
具
象

的
に
示
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
見
ら
れ
る
表
現
は
︑「
能
言
若
鸚
鵡
︑
如
説
避
賢
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良
（
能
く
言
ふ
こ
と
鸚
鵡
の
若
し
︑
説
の
如
く
す
れ
ば
賢
良
を
避
る
）」︑「
營
營
染

白
黒
︑
讃
毀
織
災
殃
（
營
營
と
し
て
白
黒
を
染
む
︑
讃
毀
し
て
災
殃
を
織
る
）」
な

ど
︑
官
界
の
煩
わ
し
さ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
語
句
に
と
ど
ま
り
︑
郭
璞
「
遊
仙

詩
」
の
「
朱
門
は
何
ぞ
榮
と
す
る
に
足
ら
ん
」
の
よ
う
に
︑
官
界
を
鮮
明
に
打

ち
出
す
こ
と
は
な
い
︒
空
海
の
仏
教
的
立
場
か
ら
見
れ
ば
︑
官
界
は
す
で
に
俗

世
一
般
に
包
括
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑「
無
常
を
景
物
に
比
す
」
に
あ

た
る
部
分
に
︑
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
︒

季
舒
如
矢
運
︒
四
節
令
人
僵
︒
　
　

 
 

季き

舒し
よ

は
矢
の
如
く
に
運め
ぐ

る
︑
四
節
は

人
を
し
て
僵
れ
し
む
︒

柳
葉
開
春
雨
︒
菊
花
索
秋
霜
︒
　
　  

柳
葉
は
春
の
雨
に
開
け
︑
菊
花
は
秋

の
霜
に
索し
ぼ

む
︒

窮
蟬
鳴
野
外
︒
蟋
蟀
帳
中
傷
︒
　
　

 
 

窮
き
ゆ
う

蟬せ
ん

野や

外ぐ
わ
いに

鳴
き
︑
蟋し
つ

蟀し
ゆ

帳ち
や
うの

中
に

傷
む
︒

松
柏
摧
南
嶺
︒
北
邙
散
白
楊
︒
　
　  

松
柏
は
南
嶺
に
摧く
だ

け
︑
北ほ
く

邙ば
う

白
楊
を

散
ず
︒

一
身
獨
生
歿
︒
電
影
是
无
常
︒
　
　  

一
身
獨
り
生せ
い

歿ぼ
つ

す
︑
電
影
是
れ
無
常

な
り
︒

鴻
鷰
更
來
去
。
紅
桃
落
昔
芳
。
　
　

 
 

鴻こ
う
え
ん鷰

更か
は

る
が
は
る
來
り
去
る
︑
紅こ
う
た
う桃

昔
の
芳か
を

り
を
落
す
︒

華
容
偸
年
賊
︒
鶴
髮
不
禎
祥
︒
　
　  

華
容
は
年
の
賊
ぬ
す
び
とに
偸ぬ
す

ま
れ
︑
鶴か
く
は
つ髮
は

禎て
い

祥し
や
うな

ら
ず
︒

古
人
今
不
見
︒
今
人
那
得
長
︒
　
　  

古
の
人
今
見
え
ず
︑
今
の
人
那な
ん

ぞ
長

き
こ
と
を
得
む
︒

　
前
半
は
季
節
の
移
り
変
わ
る
な
か
︑
と
く
に
悲
秋
の
モ
チ
ー
フ
に
基
づ
き
︑

秋
霜
に
し
ぼ
む
菊
︑
寒
蟬
と
き
り
ぎ
り
す
の
哀
鳴
︑
枯
れ
く
だ
け
た
松
柏
︑
墓

地
に
葉
の
落
ち
た
白
楊
に
よ
っ
て
︑
蕭
索
た
る
景
物
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
生
命
力
溢
れ
る
常
緑
樹
の
松
柏
と
い
っ
た
仙
境
ら
し
い

植
物
を
用
い
な
が
ら
︑
仙
境
に
反
す
る
衰
え
た
あ
り
さ
ま
の
描
写
に
成
功
し
て

い
る
点
で
あ
る
︒
空
海
は
自
然
景
物
に
託
し
て
仏
教
の
無
常
思
想
を
導
入
し
た

の
で
あ
る
︒
後
半
は
︑
身
近
に
あ
る
自
然
景
物
か
ら
一
転
し
て
︑「
一
身
獨
り

生
歿
す
︑
電
影
是
れ
無
常
な
り
」
と
︑
人
間
の
死
生
の
無
常
を
稲
妻
の
光
に
た

と
え
て
説
き
は
じ
め
る
︒
候
鳥
︑
落
花
︑
嘆
老
︑
死
生
に
託
し
て
無
常
の
理
を

唱
え
︑
不
老
長
寿
を
標
榜
す
る
神
仙
思
想
を
根
本
か
ら
否
定
し
︑
俗
世
の
穢
れ
︑

無
常
の
実
態
を
描
い
た
の
ち
︑
空
海
は
遊
仙
の
世
界
を
示
し
て
い
く
︒

避
熱
風
巖
上
︒
逐
涼
瀑
飛
漿
︒
　
　  

熱
を
風ふ
う

巖が
ん

の
上
ほ
と
り

に
避さ

り
︑
涼
を
瀑は
く

飛ひ

の
漿
し
や
う

に
逐
ふ
︒

狂
歌
薜
蘿
服
︒
吟
醉
松
石
房
︒
　
　

 
 

薜へ
い

蘿ら

の
服
に
狂
歌
し
︑
松
石
の
房
に

吟ぎ
ん
す
い醉

す
︒

渴
飡
澗
中
水
︒
飽
喫
煙
霞
粮
︒
　
　

 
 

渴か
つ

し
て
澗
中
の
水
を
飡の

み
︑
飽
く
ま
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で
煙
霞
の
粮か
て

を
喫く
ら

ふ
︒

白
朮
調
心
胃
︒
黄
精
塡
骨
肪
︒
　
　

 
 

白
び
や
く

朮じ
ゆ
つは
心
胃
を
調
と
と
の
へ
︑
黄わ
う

精ぜ
い

は
骨こ
つ
ば
う肪

に
塡み

て
り
︒

錦
霞
爛
山
幄
︒
雲
幕
滿
天
帳
︒
　
　  

錦
霞
は
山
に
爛て

れ
る
幄あ
く

︑
雲
幕
は
天

に
滿
て
る
帳
︒

子
晉
凌
漢
擧
︒
伯
夷
絶
周
粱
︒
　
　  

子
晉
は
漢
を
凌し
の

い
で
擧あ
が

り
︑
伯
夷
は

周
の
粱あ
わ

を
絶
つ
︒

老
聃
守
一
氣
︒
許
脱
貫
三
望
︒
　
　

 
 

老ら
う

聃た
ん

は
一
氣
を
守
り
︑
許
は
貫
三
の

望の
ぞ
みを

脱だ
つ

す
︒

鸞
鳳
梧
桐
集
︒
大
鵬
臥
風
床
︒
　
　

 
 

鸞ら
ん

鳳ほ
う

は
梧
桐
に
集ゐ

る
︑
大
鵬
は
風
床

に
臥
せ
り
︒

崑
嶽
右
方
廡
︒
蓬
萊
左
邊
廂
︒
　
　

 
 

崑こ
ん

嶽が
く

は
右
方
の
廡ぶ

︑
蓬
萊
は
左
邊
の

廂し
や
う︒

名
賓
害
心
實
︒
忽
駕
飛
龍
翔
︒
　
　

 
 

名め
い

賓ひ
ん

は
心し
ん

の
實じ
つ

を
害
す
︑
忽
ち
に
飛ひ

龍り
よ
うに

駕か

し
て
翔か
け

る
︒

　
登
攀
︑
採
薬
︑
列
仙
︑
神
鳥
︑
仙
境
名
な
ど
︑
遊
仙
詩
の
典
型
的
な
素
材
を

駆
使
し
て
仙
境
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
確
か
に
神
仙
思
想
に
基
づ
く
内
容
で
あ

る
が
︑
神
仙
思
想
の
観
念
的
知
識
の
み
で
は
こ
の
よ
う
な
仙
境
を
描
写
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒「
避
熱
・
逐
涼
」︑「
薜
蘿
服
・
松
石
房
」︑「
渇
飡
・

飽
喫
」︑「
錦
霞
・
雲
幕
」︑「
山
幄
・
天
帳
」
と
︑
日
常
の
息
吹
が
溢
れ
て
お
り
︑

隅
々
ま
で
空
海
自
身
の
山
岳
修
行
の
体
験
が
投
影
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な

修
行
生
活
は
︑
自
然
に
溶
け
込
む
悠
々
自
適
な
隠
逸
生
活
に
も
似
通
っ
て
い
る
︒

伯
夷
︑
許
由
と
い
っ
た
隠
者
の
名
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
空
海
が
描
い
た

「
小
仙
界
」
に
は
隠
逸
的
境
地
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
従
来
の
遊
仙
詩
は
こ
こ
で

筆
を
擱お

く
は
ず
で
あ
る
が
︑
空
海
は
神
仙
思
想
に
基
づ
く
仙
境
に
と
ど
ま
ら
ず
︑

「
名
賓
は
心
の
實
を
害
す
」
を
も
っ
て
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
︒『
荘
子
』
逍
遥

遊
第
一
の
「
名
者
實
之
賓
也
（
名
は
實
の
賓
な
り
）」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
︑

世
間
の
仙
境
を
名
ば
か
り
の
も
の
︑「
大
仙
」
す
な
わ
ち
仏
教
の
世
界
へ
の
妨

害
に
な
る
も
の
と
し
︑「
大
仙
」
の
世
界
へ
導
い
て
い
く
︒

飛
龍
何
處
遊
︒
寥
廓
無
塵
方
︒
　
　  

飛
龍
は
何い
づ

れ
の
處
に
か
遊
ぶ
︑
寥れ
う

廓く
わ
くた

る
無む

塵ぢ
ん

の
方
︒

無
塵
寶
珠
閣
︒
堅
固
金
剛
墻
︒
　
　  

無
塵
は
寶
珠
の
閣
︑
堅
固
の
金
剛
の

墻か
き

あ
り
︒

眷
屬
猶
如
雨
︒
遮
那
坐
中
央
︒
　
　

 
 

眷け
ん
ぞ
く屬

は
猶な
ほ

雨
の
如
し
︑
遮し
や
な那

中
央
に

坐ま
し
ます

︒

遮
那
阿
誰
號
︒
本
是
我
心
王
︒
　
　  

遮
那
阿た

誰れ

が
號な

ぞ
︑
本も
と

是
れ
我
が
心

王
な
り
︒

三
密
遍
刹
土
︒
虛
空
嚴
道
場
︒
　
　  

三
密
刹せ
つ

土ど

に
遍へ
ん

し
て
︑
虛
空
に
道
場

を
嚴か
ざ

る
︒

山
毫
點
溟
墨
︒
乾
坤
經
籍
箱
︒
　
　

 
 

山さ
ん

毫が
う

溟め
い

墨ぼ
く

を
點
ず
︑
乾け
ん

坤こ
ん

は
經
籍
の
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箱
︒

萬
象
含
一
點
︒
六
塵
閲
縑
緗
︒
　
　

 
 

萬ま
ん

象ざ
う

を
一
點
に
含
み
︑
六
塵
を
縑
け
ん
し
や
う緗

に
閲す

べ
た
り
︒

行
藏
任
鐘
谷
︒
吐
納
挫
鋒
鋩
︒
　
　

 
 

行か
う
ざ
う藏

は
鐘
し
よ
う

谷こ
く

に
任ま
か

せ
た
ち
︑
吐と

納だ
う

は

鋒ほ
こ
ば
う鋩

を
挫
と
り
ひ
しぐ

︒

三
千
隘
行
歩
︒
江
海
少
一
甞
︒
　
　  

三
千
は
行
歩
に
隘せ
ば

く
︑
江
海
は
一
い
つ
し
や
う甞

に
少
し
︒

壽
命
无
始
終
︒
降
年
豈
限
壃
︒
　
　  

壽
命
は
始
め
終
り
無
く
︑
降
年
豈あ
に

限か
ぎ
り

壃か
ぎ

ら
む
や
︒

光
明
滿
法
界
︒
一
字
務
津
梁
︒
　
　  

光
明
法
界
に
滿
つ
︑
一
字
津し
ん

梁り
や
うを

務

む
︒

景
行
猶
仰
止
︒
思
齋
自
束
裝
︒
　
　

 
 

景け
い
か
う行

し
て
猶
仰ぎ
や
う
し止

す
べ
し
︑
齋ひ
と

し
か

ら
む
こ
と
を
思
つ
て
自
ら
束
そ
く
し
や
う裝

す
︒

飛
雲
幾
生
滅
︒
靄
々
空
飛
揚
︒
　
　  

飛
雲
幾
ば
く
か
生
し
や
う
め
つ滅

す
る
︑
靄あ
い

靄あ
い

と

し
て
空
し
く
飛
揚
す
︒

纏
愛
如
葛
旋
︒
萋
々
山
谷
昌
︒
　
　  

愛
に
纏ま
と

は
る
る
こ
と
葛
か
ず
ら

の
旋
は
び
こ

る
が
如

し
︑
萋せ
い
せ
い萋

と
し
て
山
谷
に
昌
さ
か
り

な
り
︒

誰
如
閉
禪
室
︒
澹
泊
亦
讓
徉
︒
　
　  

誰
か
如し

か
む
禪
室
を
閉
ぢ
て
︑
澹た
ん

泊ば
く

に
し
て
讓
じ
や
う
よ
う徉

せ
む
に
は
︒

日
月
光
空
水
︒
風
塵
无
所
妨
︒
　
　  

日
月
空
水
に
光て

る
︑
風
塵
妨
ぐ
る
所

無
し
︒

是
非
同
說
法
︒
人
我
俱
消
亡
︒
　
　  

是
非
同
じ
く
法
を
說
く
︑
人
我
俱
に

消
亡
す
︒

定
惠
澄
心
海
︒
无
緣
毎
湯
々
︒
　
　

 
 

定
ぢ
や
う

惠ゑ

心
海
を
澄
ま
し
む
︑
無
緣
に
し

て
毎つ
ね

に
湯
し
や
う

湯し
や
うた

り
︒

　
飛
龍
に
乗
っ
て
辿
り
つ
く
の
は
︑「
寶
珠
閣
・
金
剛
墻
」
に
象
徴
さ
れ
る
仏

教
の
世
界
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑「
遮
那
中
央
に
坐
す
︒
遮
那
阿
誰
が
號
ぞ
︑

本
是
れ
我
が
心
王
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
︑
大
日
如
来
を
教
主
と
す
る
真
言
密

教
の
世
界
を
指
す
︒「
山
毫
溟
墨
を
點
ず
︑
乾
坤
は
經
籍
の
箱
」︑
す
な
わ
ち
俗

世
の
山
が
筆
︑
海
が
墨
︑
天
地
が
経
籍
の
箱
と
な
る
︒「
三
千
は
行
歩
に
隘
く
︑

江
海
は
一
甞
に
少
し
」
で
は
︑
宇
宙
は
一
跨
ぎ
す
る
に
狭
く
︑
江
海
は
一
呑
み

す
る
に
足
ら
ず
と
︑
法
界
の
空
間
的
無
限
大
を
表
現
し
て
い
る
︒
ま
た
︑「
壽

命
は
始
め
終
り
無
く
︑
降
年
豈
限
壃
ら
む
や
」
と
︑
俗
世
に
お
け
る
生
死
の
無

常
︑
光
陰
の
流
転
を
超
越
す
る
法
界
の
時
間
的
無
限
大
を
表
わ
し
て
い
る
︒
日

常
の
息
吹
が
溢
れ
た
「
小
仙
界
」
と
は
対
照
的
に
︑
空
海
が
描
い
た
「
大
仙

界
」
は
人
間
界
を
遥
か
に
超
越
す
る
無
限
の
空
間
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑「
飛
雲

幾
ば
く
か
生
滅
す
る
」「
愛
に
纏
は
る
る
こ
と
葛
の
旋
る
が
如
し
」
を
煩
悩
︑

貪
欲
に
た
と
え
︑「
誰
か
如
か
む
禪
室
を
閉
ぢ
て
︑
澹
泊
に
し
て
讓
徉
せ
む
に

は
」
と
︑
こ
の
よ
う
な
俗
世
を
離
れ
︑
法
界
に
身
を
投
じ
よ
う
と
促
す
︒
次
に

描
く
「
日
月
空
水
に
光
る
︑
風
塵
妨
ぐ
る
所
無
し
︒
是
非
同
じ
く
法
を
説
く
︑

人
我
俱
に
消
亡
す
」
と
は
︑「
法
身
」
の
視
点
か
ら
見
た
「〈
自
然
〉
の
風
光
と
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『
仏
』
の
境
界
が
無
碍
自
在
に
融
け
合
っ
た
『
自じ

然ね
ん

』
の
世
界（

16
）

」
で
あ
る
︒
そ

し
て
最
後
に
︑
禅
定
と
智
慧
に
よ
っ
て
心
が
澄
み
わ
た
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
一

首
は
「
難
角
に
し
て
天
眼
無
け
れ
ば
︑
抽
で
て
一
の
文
章
を
示
す
」
を
も
っ
て
︑

勧
誡
の
至
難
さ
を
慨
嘆
し
て
結
ば
れ
る
︒

　
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
は
︑
従
来
の
遊
仙
詩
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
相
違
は
何
と
言
っ
て
も
序
に
「
煩
擾
を
俗
塵
に
悲
し
び
︑
無
常
を
景
物
に

比
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
仏
教
の
無
常
思
想
の
導
入
に
あ
る
︒「
遊
山

慕
仙
詩
」
の
展
開
を
顧
み
る
と
︑
ま
ず
︑
冒
頭
に
お
い
て
「
遊
山
慕
仙
詩
」
の

舞
台
を
描
き
︑
仏
教
に
基
づ
く
一
首
の
基
本
的
立
場
を
示
す
︒
次
に
︑
俗
世
に

お
け
る
汚
濁
︑
無
常
の
実
態
を
具
現
す
る
︒
続
い
て
︑
神
仙
思
想
に
基
づ
い
て

小
仙
界
を
創
出
し
︑
俗
世
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
小
仙
界
を
名
ば

か
り
の
も
の
と
し
て
否
定
し
︑
大
仙
界
す
な
わ
ち
仏
教
の
境
地
を
も
っ
て
神
仙

境
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
︒
最
後
に
︑
法
界
へ
の
旅
立
ち
を
唱
導
し
︑
そ
の
至

難
さ
を
慨
嘆
し
て
筆
を
擱
く
︒
こ
の
一
首
か
ら
︑
空
海
の
脳
裏
に
お
け
る
「
俗

界
︱
小
仙
界
（
隠
逸
的
境
地
を
含
む
）
︱
大
仙
界
」
と
い
う
三
段
階
の
構
図
が

う
か
が
え
る
︒
俗
界
か
ら
い
き
な
り
大
仙
界
に
至
る
の
で
は
な
く
︑
小
仙
界
を

中
間
段
階
と
し
て
通
過
し
て
大
仙
界
に
辿
り
つ
く
の
で
あ
る
︒
三
段
階
の
中
で
︑

小
仙
界
が
俗
界
と
仏
教
界
と
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
︒
神
仙
思
想
に
基
づ
く
『
文
選
』
の
遊
仙
詩
は
「
朱
門
︱
山
林
」︑
す
な
わ

ち
「
俗
界
︱
小
仙
界
」
と
い
う
二
段
階
に
と
ど
ま
り
︑
し
か
も
︑
俗
界
を
官
界

に
特
定
し
︑
遊
仙
の
形
を
借
り
て
隠
逸
の
主
旨
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ

に
対
し
︑
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
は
仏
教
的
立
場
か
ら
官
界
へ
の
嫌
悪
を
俗

世
の
煩
悩
と
し
て
一
般
化
し
︑
こ
の
煩
悩
と
無
常
に
満
ち
た
俗
界
を
超
越
し
よ

う
と
す
る
小
仙
界
を
あ
る
程
度
肯
定
し
つ
つ
︑
仏
教
の
無
常
思
想
を
も
っ
て
そ

の
超
越
性
を
相
対
化
し
︑
さ
ら
な
る
超
越
的
境
地
へ
の
帰
依
を
唱
導
す
る
も
の

で
あ
る
︒
こ
れ
は
『
三
教
指
帰
』
に
お
け
る
仏
教
主
導
の
三
教
論
と
一
致
す
る
︒

　

四
　
中
唐
詩
僧
・
皎
然
の
「
短
歌
行
」
と
の
関
わ
り

　
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
は
確
か
に
井
実
氏
が
指
摘
し
た
「
形
式
・
内
容
と

も
に
ま
っ
た
く
新
た
な
遊
仙
詩
を
歌
い
上
げ
よ
う
と
す
る
」
空
海
の
創
作
意
図

に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
一
首
の
発
想
は
︑
す
べ
て
空
海
の
独

創
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
中
唐
の
詩
僧
・
皎
然

の
「
短
歌
行（

17
）

」
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
両
者
の
詩
作
を
論
じ
る
前
に
︑
ま
ず
は
皎
然
の
略
歴
に
つ
い
て
記
し
て
お
こ

う
︒
皎
然（

18
）

︑
俗
姓
は
謝
氏
︑
字
を
昼
と
い
う
︒
湖
州
長
城
の
人
で
︑
謝
霊
運
十

世
の
子
孫
だ
と
い
う
︒
生
没
年
に
つ
い
て
は
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

開
元
八
年
（
七
二
〇
）
頃
生
ま
れ
︑
貞
元
九
年
（
七
九
三
）
以
降
に
没
し
た
と

い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る（

19
）

︒
生
前
よ
り
文
名
は
高
く
︑
顔
真
卿
︑
釈
霊
澈
︑
韋

応
物
と
い
っ
た
官
僚
︑
僧
侶
︑
文
人
と
盛
ん
に
交
わ
っ
た
︒『
呉
興
昼
上
人
集
』

（『
杼
山
集
』『
皎
然
集
』
と
も
い
う
）
十
巻
︑『
儒
釈
交
遊
伝
』『
内
典
類
聚
』

四
十
巻
︑『
號
呶
子
』
十
巻
︑
詩
論
書
『
詩
式
』『
詩
議
』
な
ど
の
作
品
を
後
世
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に
遺
し
た
︒
興
膳
宏
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
︑
皎
然
は
「
七
九
一
年
ご
ろ
の
死
と

推
測
さ
れ
︑
空
海
の
入
唐
十
年
余
り
前
ま
で
生
存
し
て
い
た
わ
け
で
︑（
中
略
）

空
海
と
は
並
世
の
人
で
あ
る（

20
）

」
と
い
う
︒
確
か
に
︑
空
海
は
貞
元
二
十
年

（
八
〇
四
）
か
ら
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
ま
で
二
年
間
に
わ
た
り
入
唐
求
法
の
活

動
を
行
な
い
︑
皎
然
と
直
接
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
僧
侶
と
文
人

の
身
を
兼
ね
た
二
人
は
詩
文
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
た
︒
皎
然
の
詩
論
書
『
詩

議
』
は
空
海
の
『
文
鏡
秘
府
論
』
に
直
接
引
用
さ
れ
る
最
も
新
し
い
文
献
と
し

て
知
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
興
膳
氏
は
『
文
鏡
秘
府
論
』
が
『
詩
議
』
の
名
を
明
記

す
る
最
も
早
い
資
料
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
︑
空
海
が
『
詩
議
』
を
唐
か
ら
直
接

も
た
ら
し
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る（

21
）

︒
こ
の
推
測
の
裏
づ
け
と
し
て
︑
空
海
の

在
唐
中
の
交
友
関
係
と
詩
文
贈
答
を
含
む
文
化
交
流
が
挙
げ
ら
れ
る
︒『
性
霊

集
』
序
の
「
籍
甚
満
邦
︑
緇
素
仰
止
︒
詩
賦
往
来
︑
動
剰
篋
笥
（
籍
甚
だ
邦
に

満
ち
︑
緇
素
仰
止
す
︒
詩
賦
往
来
し
て
︑
動や

や

も
す
れ
ば
︑
篋
笥
に
剰あ
ま

れ
り
）」
か
ら
︑

彼
が
唐
の
文
人
墨
客
と
広
く
交
流
し
た
活
躍
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
︒
同
序
に
は
︑

和
尚
昔
在
唐
日
︑
作
離
合
詩
贈
土
僧
惟
上
︒
前
御
史
大
夫
泉
州
別
駕
馬
總
︑

一
時
大
才
也
︒
覧
則
驚
怪
︑
因
送
詩
云
︑
云
々
︒

（
和
尚
昔
在
唐
の
日
︑
離
合
詩
を
作
っ
て
土
僧
の
惟
上
に
贈
る
︒
前
の
御
史
大

夫
泉
州
の
別
駕
馬
總
は
一
時
大
才
に
し
て
︑
覧
て
は
驚
き
怪
し
み
︑
よ
っ
て
詩

を
送
っ
て
云
う
︑
云
々
︒）

と
い
う
︑
離
合
詩
応
酬
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
空
海
の
離
合
詩
の
作
成
に

つ
い
て
︑
蔡
毅
氏
は
空
海
が
権
徳
輿
を
始
め
と
す
る
離
合
詩
唱
和
グ
ル
ー
プ
の

影
響
を
受
け
て
離
合
詩
を
作
っ
た
と
指
摘
し
た（

22
）

︒
さ
ら
に
︑
馬
総
が
離
合
詩
唱

和
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

23
）

︒

馬
總
は
姚
南
仲
の
知
遇
を
受
け
た
が
︑
姚
は
釋
皎
然
の
友
人
で
︑
皎
然
は

顏
眞
卿
浙
西
聯
唱
集
團
の
中
堅
人
物
と
し
て
︑
か
つ
て
釋
靈
澈
を
權
德
輿

に
薦
め
た
こ
と
が
あ
り
︑
權
德
輿
・
楊
於
陵
お
よ
び
劉
禹
錫
は
と
も
に
靈

澈
と
交
遊
が
あ
っ
た
︒
特
に
劉
禹
錫
は
馬
總
の
親
友
で
︑
馬
總
に
贈
っ
た

詩
が
數
多
く
殘
っ
て
お
り
︑
云
々
︒

　
以
上
の
記
述
に
よ
っ
て
浮
上
し
た
皎
然
と
馬
總
︑
及
び
離
合
詩
唱
和
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
と
の
関
わ
り
が
注
目
に
値
す
る
︒『
宋
高
僧
伝
・
皎
然
伝（

24
）

』
に
︑

「（
前
御
史
中
丞
李
洪
が
皎
然
の
『
詩
式
』
に
つ
い
て
）
一
覽
而
歎
曰
︑『
早
年
曾
見

沈
約
品
藻
︑
慧
休
翰
林
︑
庾
信
詩
箴
︑
三
子
所
論
殊
不
及
此
』」︑「
晝
以
陸
鴻

漸
爲
莫
逆
之
交
︑
相
國
于
公
頔
︑
顏
魯
公
眞
卿
命
裨
賛
韻
海
二
十
餘
卷
」︑「
時

顏
魯
公
爲
刺
郡
︒
早
事
交
遊
而
加
崇
重
焉
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

皎
然
が
顔
真
卿
を
始
め
と
す
る
湖
州
の
文
学
グ
ル
ー
プ
の
指
導
的
人
物
と
し
て

そ
の
名
声
と
評
価
が
高
い
︒
ま
た
︑『
宋
高
僧
伝
・
霊
澈
伝（

25
）

』
に
「
澈
遊
呉
興
︑

與
杼
山
晝
師
一
見
爲
林
下
之
遊
︑
互
相
撃
節
︒（
中
略
）
又
權
德
輿
聞
澈
之
譽
︑

書
問
晝
公
︑
迴
簡
極
筆
稱
之
（
澈
　
呉
興
に
遊
び
︑
杼
山
晝
師
と
一
見
し
て
林
下
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の
遊
を
爲
し
︑
互
い
に
撃
節
し
あ
ふ
︒（
中
略
）
ま
た
權
德
輿
　
澈
の
譽
を
聞
き
︑
書

し
て
晝
公
に
問
ふ
︒
簡
を
迴
し
︑
筆
を
極
め
て
こ
れ
を
稱
す
）」
と
あ
り
︑
皎
然
と

霊
澈
︑
権
徳
輿
の
親
交
ぶ
り
を
物
語
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
劉
禹
錫
が
『
澈
上

人
文
集
紀
』
で
「
世
之
言
詩
僧
︑
多
出
江
左
︒
靈
一
導
其
源
︑
護
國
襲
之
︑
清

江
揚
其
波
︑
法
振
沿
之
︑
如
麼
弦
孤
韻
︑
瞥
入
人
耳
︑
非
大
樂
之
音
︒
獨
呉
興

晝
公
︑
能
備
衆
體
︒
晝
公
後
︑
澈
公
承
之
（
世
の
言
ふ
詩
僧
︑
多
く
は
江
左
か
ら

出
づ
︒
靈
一
そ
の
源
を
導
き
︑
護
國
　
こ
れ
を
襲
ぐ
︒
清
江
　
そ
の
波
を
揚
げ
︑
法

振
　
こ
れ
に
沿
ふ
︒
麼
弦
孤
韻
の
如
き
︑
人
耳
に
瞥
入
し
︑
大
樂
の
音
に
非
ず
︒
獨

り
呉
興
晝
公
︑
能
く
衆
體
を
備
へ
た
り
︒
晝
公
の
後
︑
澈
公
　
こ
れ
を
承
く
）」
と

い
い
︑
詩
僧
と
し
て
の
皎
然
を
高
く
評
価
し
た
︒
要
す
る
に
︑
皎
然
は
馬
総
︑

な
い
し
離
合
詩
唱
和
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
は
︑
直
接
ま
た
は
間
接
の
関
わ

り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
空
海
が
皎
然
の
『
詩
議
』
を
入
手
し
た

ル
ー
ト
は
明
ら
か
で
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
離
合
詩
唱
和
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー

と
関
わ
り
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
空
海
が
皎
然
の
詩
論
書
を
直
接
入
手
で
き
た

で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
︑
皎
然
の
詩
作
を
直
接
目
に
し
た
可
能
性
も
十
分

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
一
方
︑
空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
の
「
献
雑
文

表
」
に
︑『
急
就
章
』
一
巻
︑『
王
昌
齢
集
』
一
巻
︑『
雑
詩
集
』
四
巻
な
ど
が

あ
る
︒『
王
昌
齢
集
』
は
盛
唐
の
詩
人
で
あ
る
王
昌
齢
の
詩
集
と
思
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
︒
同
氏
の
『
詩
格
』
が
皎
然
の
『
詩
議
』
と
同
じ
く
『
文
鏡
秘
府

論
』
に
引
用
さ
れ
る
詩
論
書
で
あ
る
︒
空
海
が
詩
論
書
著
者
の
詩
作
を
重
視
し

て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
空
海
が
皎
然
の
詩
作
に
関
心
を
寄
せ
た
と
推

定
す
る
傍
証
と
な
る
︒

　
次
に
︑
皎
然
の
「
短
歌
行
」
を
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
と
比
較
し
な
が
ら
︑

未
だ
論
及
さ
れ
て
い
な
い
両
者
の
詩
作
の
影
響
関
係
を
探
っ
て
み
る
︒

古
人
若
不
死
　
吾
亦
何
所
悲
　
　
　
　
　
　  

古
人
若
し
死
せ
ね
ば
︑
吾
亦

何
の
悲
し
む
所
ぞ
︒

蕭
蕭
煙
雨
九
原
上
　
白
楊
青
松
葬
者
誰
　
　  

蕭
々
た
る
煙
雨
　
九
原
の
上
︑

白
楊
　
青
松
　
葬
ら
る
る
者

誰
ぞ
と
︒

貴
賤
同
一
塵
　
死
生
同
一
指
　
　
　
　
　
　  

貴
賤
　
一
塵
に
同
じ
く
︑
死

生
　
一
指
に
同
じ
︒

人
生
在
世
共
如
此
　
何
異
浮
雲
與
流
水
　
　  

人
生
　
世
に
在
り
て
共
に
此

の
如
く
︑
何
ぞ
浮
雲
と
流
水

に
異
な
ら
ん
︒

短
歌
行
　
短
歌
無
窮
日
已
傾
　
　
　
　
　
　  

短
歌
行
︑
短
歌
窮
ま
り
無
く

日
　
す
で
に
傾
き
た
り
︒

鄴
宮
梁
苑
徒
有
名
　
春
草
秋
風
傷
我
情
　
　  

鄴
宮
梁
苑
　
た
だ
名
有
り
て
︑

春
草
秋
風
　
我
が
情
を
傷
ま

し
む
︒

何
爲
不
學
金
仙
侶
　
一
悟
空
王
無
死
生
　
　  

何
爲
れ
ぞ
金
仙
の
侶
た
る
を
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學
ば
ざ
る
︑
一
悟
空
王
死
生

無
し
︒

　「
短
歌
行
」
は
古
今
・
貴
賤
を
問
わ
ず
︑
人
間
は
皆
死
の
定
め
を
逃
れ
な
い

と
い
う
悲
嘆
か
ら
︑
死
生
を
超
越
す
る
悟
り
の
境
地
︑
す
な
わ
ち
仏
門
へ
の
帰

依
を
唱
導
す
る
も
の
で
あ
る
︒
表
現
の
面
か
ら
見
れ
ば
︑「
古
人
若
不
死
︑
吾

亦
何
所
悲
」
と
は
︑
空
海
の
「
古
人
今
不
見
︑
今
人
那
得
長
（
古
の
人
今
見
え

ず
︑
今
の
人
那
ぞ
長
き
こ
と
を
得
む
）」
と
類
似
す
る
︒
続
く
「
白
楊
青
松
葬
者

誰
（
白
楊
　
青
松
　
葬
ら
る
る
者
誰
ぞ
と
）」
に
お
い
て
︑「
白
楊
」「
青
松
」
と

い
っ
た
詩
材
は
︑
空
海
の
「
松
柏
摧
南
嶺
︑
北
邙
散
白
楊
（
松
柏
は
南
嶺
に
摧

け
︑
北
邙
白
楊
を
散
ず
）」
と
共
通
す
る
︒「
遊
山
慕
仙
詩
」
の
こ
の
句
の
出
典

に
つ
い
て
︑
波
戸
岡
氏
は
『
古
詩
十
九
首
』
十
三
首
目
の
「
驅
車
上
東
門
︑
遙

望
郭
北
墓
︒
白
楊
何
蕭
蕭
︑
松
柏
夾
廣
路
（
車
を
上
東
門
に
驅
り
︑
遙
か
に
郭
北

の
墓
を
望
む
︒
白
楊
は
何
ぞ
蕭
蕭
た
る
︑
松
柏
は
廣
路
を
夾
む
）」
よ
り
も
︑
十
四

首
目
の
「
古
墓
犂
爲
田
︑
松
柏
摧
爲
薪
︒
白
楊
多
悲
風
︑
蕭
蕭
愁
殺
人
（
古
墓

は
犂
か
れ
て
田
と
爲
り
︑
松
柏
は
摧
か
れ
て
薪
と
爲
る
︒
白
楊
悲
風
多
く
︑
蕭
蕭
と

し
て
人
を
愁
殺
す
）」
の
表
現
に
近
い
と
指
摘
し
て
い
る（

26
）

︒「
蕭
蕭
煙
雨
九
原
上

（
蕭
々
た
る
煙
雨
　
九
原
の
上
）」
に
あ
る
「
蕭
蕭
」
な
ど
の
用
語
か
ら
見
れ
ば
︑

皎
然
の
「
短
歌
行
」
も
『
古
詩
十
九
首
』
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑『
文
鏡
秘
府
論
』
に
収
録
す
る
皎
然
の
『
詩
議（

27
）

』
に
お
い

て
は
︑「
少
卿
以
傷
別
爲
宗
︑
文
體
未
備
︑
意
悲
調
切
︑
若
偶
中
音
響
︑﹃
十
九

首
﹄
之
流
也
（
少
卿
は
別
れ
を
傷
む
を
以
て
宗
と
爲
し
︑
文
体
未
だ
備
は
な
ざ
る
も
︑

意
悲
し
み
て
調
切
な
り
︑
若
し
偶
た
ま
音
響
に
中
れ
ば
︑『
十
九
首
』
の
流
な
り
）」

と
︑
李
陵
の
詩
を
評
す
る
際
に
︑『
古
詩
十
九
首
』
に
言
及
し
て
い
る
︒
続
い

て
「
古
詩
以
諷
興
爲
宗
︑
直
而
不
俗
︑
麗
而
不
杇
︑
格
高
而
詞
温
︑
語
近
而
意

遠
（
古
詩
は
諷
興
を
以
て
宗
と
爲
し
︑
直
に
し
て
俗
な
ら
ず
︑
麗
に
し
て
杇
れ
じ
︑

格
高
く
し
て
詞
温
や
か
に
︑
語
近
く
し
て
意
遠
し
）」
と
︑「
古
詩
」
を
高
く
評
価

し
て
い
る
︒『
古
詩
十
九
首
』
に
つ
い
て
の
皎
然
の
評
論
が
空
海
の
目
に
と
ま

り
︑
改
め
て
「
短
歌
行
」
に
先
行
す
る
『
古
詩
十
九
首
』
を
あ
た
っ
て
︑
そ
の

表
現
を
「
遊
山
慕
仙
詩
」
に
活
か
し
た
こ
と
は
︑
想
像
に
難
く
な
い
︒
四
季
の

景
物
︑
古
人
今
人
の
死
生
と
い
っ
た
二
首
の
題
材
の
類
似
だ
け
で
な
く
︑「
短

歌
行
」
の
「
鄴
宮
梁
苑
徒
有
名
（
鄴
宮
梁
苑
　
た
だ
名
有
り
て
）」︑「
遊
山
慕
仙

詩
」
の
「
名
賓
害
心
實
（
名
は
實
の
賓
な
り
）」
の
よ
う
に
︑
仏
教
の
無
常
思
想

を
も
っ
て
世
間
の
仙
境
を
名
ば
か
り
の
も
の
と
し
て
否
定
す
る
発
想
も
一
致
す

る
︒
空
海
は
自
ら
と
同
じ
く
仏
教
の
立
場
か
ら
の
皎
然
の
︑「
世
︱
鄴
宮
梁
苑

︱
金
仙
侶
」
と
い
う
段
階
的
な
発
想
に
︑
大
い
に
感
銘
を
う
け
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
︒
皎
然
の
「
短
歌
行
」
は
︑
空
海
の
遊
仙
詩
再
構
築
に
発
想
の
手
が
か

り
を
与
え
た
に
違
い
な
い
︒

　
空
海
の
論
法
に
つ
い
て
︑
井
実
氏
が
「
宮
廷
的
価
値
観
に
対
す
る
批
判
は
︑

真
言
密
教
の
世
界
に
至
る
目
的
論
的
体
系
の
一
段
梯
と
し
て
相
対
化
す
る
と
い

う
方
法
で
な
さ
れ
る（

28
）

」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
論
法
で
は
︑
入

唐
の
経
験
が
な
け
れ
ば
︑
皎
然
の
「
短
歌
行
」
と
出
会
う
こ
と
は
な
く
︑
仏
教



『文選』遊仙詩の超克

99

の
無
常
思
想
を
も
っ
て
遊
仙
詩
を
超
克
す
る
「
遊
山
慕
仙
詩
」
も
生
ま
れ
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
仏
教
の
立
場
か
ら
『
文
選
』
の
遊
仙
詩
を
超
克
し
よ
う
と
す
る

空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
を
考
察
し
た
︒
空
海
の
詩
作
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
︑

ま
ず
︑『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
及
び
『
文
鏡
秘
府
論
』
を
通
し
て
彼

の
文
学
観
を
把
握
し
︑
さ
ら
に
『
文
選
』
遊
仙
詩
の
隠
逸
詩
的
性
格
︑
二
段
階

の
構
図
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑「
遊
山
慕
仙
詩
」
の
内
容
︑
構
成
に
つ
い

て
分
析
を
行
な
っ
た
︒
最
後
に
︑
中
唐
詩
僧
・
皎
然
の
「
短
歌
行
」
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

　
従
来
の
遊
仙
詩
は
︑
神
仙
思
想
に
基
づ
く
「
俗
界
︱
小
仙
界
」
の
二
段
階
に

と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
は
︑
仏
教
的

立
場
か
ら
官
界
へ
の
嫌
悪
を
俗
世
の
煩
悩
と
し
て
一
般
化
し
︑
煩
悩
と
無
常
に

満
ち
た
俗
界
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
小
仙
界
を
あ
る
程
度
肯
定
し
つ
つ
︑
仏
教

の
無
常
観
を
も
っ
て
そ
の
超
越
性
を
相
対
化
し
︑
さ
ら
な
る
超
越
的
境
地
へ
の

帰
依
を
唱
導
す
る
「
俗
界
︱
小
仙
界
（
隠
逸
的
境
地
を
含
む
）
︱
大
仙
界
」
と

い
う
三
段
階
の
構
図
を
も
っ
て
︑
み
ご
と
に
遊
仙
詩
の
超
克
を
実
現
し
た
︒

　
そ
の
背
後
に
︑
入
唐
の
経
験
に
よ
っ
て
成
立
し
た
文
学
を
布
教
の
手
段
と
す

る
文
学
観
︑「
大
聖
」「
大
仙
」
と
い
っ
た
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
仏
教
主
導
の
三

教
論
︑
及
び
皎
然
の
「
短
歌
行
」
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
発
想
の
手

が
か
り
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
が
空
海
「
遊
山
慕
仙
詩
」
の
創
作
に
多
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
空
海
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」

は
︑『
三
教
指
帰
』
に
お
け
る
三
教
論
の
文
学
表
現
と
い
え
よ
う
︒

注（
1
）  

波
戸
岡
旭
「
空
海
作
『
遊
山
慕
仙
詩
』
に
つ
い
て
─
─
そ
の
出
典
論
的
考
察
─
─
」『
国

学
院
雑
誌
』
第
七
七
巻
第
八
号
︑
一
九
七
六
年
八
月
︑
四
三
～
五
六
頁
︒

（
2
）  

井
実
充
史
「
空
海
詩
賦
の
方
法
─
─
〈
道
〉〈
俗
〉
対
立
と
〈
俗
〉
へ
の
対
抗
─
─
」『
言

文
』
第
五
三
号
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
六
～
三
五
頁
︒

（
3
）  

『
聾
瞽
指
帰
』
序
文
は
渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
校
注
『
三
教
指
歸
　
性
霊
集
』（
日
本

古
典
文
学
大
系
　
七
一
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
五
年
第
一
刷
︑
一
九
八
三
年
第
一
四
刷
）

「
聾
瞽
指
帰
・
三
教
指
帰
対
照
表
」
五
四
二
頁
に
よ
る
︒
訓
読
は
弘
法
大
師
空
海
全
集
編

輯
委
員
会
編
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
　
第
六
巻
』（
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
四
年
初
版
第
一

刷
︑
一
九
九
〇
年
初
版
第
三
刷
）
村
岡
空
訳
注
『
聾
瞽
指
帰
』
を
参
照
し
た
︒

（
4
）  

注
（
3
）『
弘
法
大
師
空
海
全
集
　
第
六
巻
』︑
村
岡
空
訳
注
『
聾
瞽
指
帰
』
の
注
釈

と
解
説
を
参
照
︒

（
5
）  

川
口
久
雄
『
平
安
朝
漢
文
学
の
開
花
─
─
詩
人
空
海
と
道
真
─
─
』
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
一
年
︑
九
〇
頁
︒

（
6
）  

佛
書
刊
行
会
編
纂
『
大
日
本
佛
教
全
書
　
二
』︑『
佛
教
書
籍
目
録
』
第
二
（
東
京
印

刷
株
式
会
社
︑
一
九
一
四
年
）
所
収
︒

（
7
）  
近
年
︑「
三
教
不
斉
論
」
の
写
本
が
密
教
文
化
研
究
所
委
託
研
究
員
（
当
時
）・
藤
井

淳
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
（
藤
井
淳
「
姚
接
撰
『
三
教
不
斉
論
』（
石
山
寺
所
蔵
）
写

本
の
翻
刻
」『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
四
号
︑二
〇
一
一
年
︑「
最
澄
・

空
海
請
来
に
な
る
姚
接
撰
『
三
教
不
斉
論
』
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
つ
い
て
」『
印
度
學
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佛
教
學
研
究
』
第
六
〇
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
一
年
）︒「
三
教
不
斉
論
」
が
空
海
の
思
想

に
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
が
あ
る
か
︑
今
後
さ
ら
な
る
研
究
成
果
が
期
待
さ
れ
る
︒

（
8
）  
『
文
鏡
秘
府
論
』
の
本
文
は
弘
法
大
師
空
海
全
集
編
輯
委
員
会
編
『
弘
法
大
師
空
海
全

集
　
第
五
巻
』（
興
膳
宏
訳
注
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
六
年
初
版
第
一
刷
︑
一
九
八
九
年

初
版
第
二
刷
）
に
よ
る
︒

（
9
）  

訳
は
福
永
光
司
編
『
日
本
の
名
著
　
三
　
最
澄
空
海
』（
中
央
公
論
社
︑一
九
七
七
年
）

を
参
考
に
し
た
︒

（
10
）  

出
典
に
つ
い
て
は
︑
注
（
8
）『
弘
法
大
師
空
海
全
集
　
第
五
巻
』
の
注
に
よ
る
︒

（
11
）  

内
田
泉
之
助
他
『
文
選
（
詩
篇
）
上
』（
新
釈
漢
文
大
系
　
一
四
）
明
治
書
院
︑

一
九
六
三
年
︑
一
四
四
頁
︒

（
12
）  

波
戸
岡
氏
︑
注
（
1
）
前
掲
論
文
︑
四
五
頁
︒

（
13
）  

霍
建
波
『
宋
前
隠
逸
詩
研
究
』
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
〇
二
頁
を
参
照
︒

（
14
）  

注
（
11
）
前
掲
書
︑
一
四
七
頁
︒

（
15
）  

猪
股
清
郎
「
空
海
の
『
遊
山
慕
仙
詩
』
の
思
想
構
造
」『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』

第
三
二
号
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
二
七
頁
を
参
照
︒

（
16
）  

猪
股
氏
︑
注
（
15
）
前
掲
論
文
︑
一
三
一
頁
︒

（
17
）  

「
短
歌
行
」
の
本
文
は
『
皎
然
集
』（
四
部
叢
刊
︑
上
海
商
務
印
書
館
縮
印
　
江
安
傳

氏
雙
鑑
樓
蔵
影
宋
精
鈔
本
）
巻
七
に
よ
る
︒
書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
︒

（
18
）  

皎
然
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
記
述
は
︑
主
に
『
宋
高
僧
伝
』（
賛
寧
撰
︑
範
祥
雍
點
校
︑

中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年
）
巻
第
二
十
九
「
唐
湖
州
杼
山
皎
然
伝
」
に
よ
る
︒

（
19
）  

姚
垚
「
皎
然
年
譜
稿
」（『
中
国
書
目
季
刊
』
第
十
三
巻
第
二
期
︑
一
九
七
九
年
）︑
賈

晋
華
『
皎
然
年
譜
』（
廈
門
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
20
）  

注
（
8
）
前
掲
書
「
解
説
」︑
一
一
二
二
頁
︒

（
21
）  

注
（
8
）
前
掲
書
「
解
説
」︑
一
一
二
八
頁
︒

（
22
）  

蔡
毅
「
空
海
在
唐
作
詩
考
」『
興
膳
教
授
退
官
記
念
中
国
文
学
論
集
』
汲
古
書
院
︑

二
〇
〇
〇
年
︒

（
23
）  

蔡
氏
︑
注
（
22
）
前
掲
書
︑
四
六
七
頁
︒

（
24
）  

注
（
18
）
前
掲
書
︑
巻
第
二
十
九
「
唐
湖
州
杼
山
皎
然
伝
」︑
七
二
八
～
七
二
九
頁
︒

（
25
）  

注
（
18
）
前
掲
書
︑
巻
第
十
五
「
唐
会
稽
雲
門
寺
霊
澈
伝
」︑
三
六
九
～
三
七
〇
頁
︒

書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
︒

（
26
）  

波
戸
岡
氏
︑
注
（
1
）
前
掲
論
文
︑
五
二
頁
︒

（
27
）  

皎
然
『
詩
議
』
の
本
文
は
注
（
8
）
の
前
掲
書
に
よ
る
︒

（
28
）  

井
実
氏
︑
注
（
2
）
前
掲
論
文
︑
三
一
頁
︒

附
記

　
本
研
究
は
二
〇
一
六
年
度
中
国
河
北
省
教
育
庁
・
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課

題
番
号
：B

J201612

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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は
じ
め
に

　
慶
長
遣
欧
使
節
（
一
六
一
三
～
一
六
二
〇
年
）
は
︑
二
〇
一
三
年
十
月
に
解

纜
四
〇
〇
周
年
を
む
か
え
た
︒
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
京

都
・
東
京
で
開
催
さ
れ
た
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
美
術
館
展
に
お
け
る
支
倉
六
右
衛
門
常

長
像
の
展
示
︑
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
仙
台
市
史
　
特
別
編
八
　

慶
長
遣
欧
使
節
』
で
は
使
節
の
多
角
的
論
証
が
試
み
ら
れ
︑
二
〇
一
三
年
に
は

仙
台
市
を
は
じ
め
と
し
て
各
地
で
記
念
行
事
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る

な
ど
︑
近
年
︑
慶
長
遣
欧
使
節
へ
の
関
心
が
俄
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
︒

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
（Scipione A

m
ati

　

一
五
八
三
～
一
六
五
三
年
頃（

1
）

）
は
︑
使
節
が
マ
ド
リ
ッ
ド
か
ら
ロ
ー
マ
に
至
る
際
︑

通
訳
兼
折
衝
役
と
し
て
半
年
間
同
行
し
た
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
︒
彼
は
使
節
と

ロ
ー
マ
で
別
れ
て
か
ら
︑
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節

記（
2
）

』
と
い
う
慶
長
遣
欧
使
節
に
関
す
る
報
告
書
を
出
版
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
現

在
で
も
慶
長
遣
欧
使
節
を
研
究
す
る
上
で
の
基
本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の

著
作
の
史
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
一
方
で
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト

の
本
格
的
な
研
究
は
︑
先
述
し
た
『
仙
台
市
史
』
に
お
け
る
『
伊
達
政
宗
遣
欧

使
節
記
』
の
新
訳（

3
）

︑
使
節
を
主
導
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ー

ロ
（Luis Sotelo

　
一
五
七
四
～
一
六
二
四
年
）
の
報
告
書
と
『
伊
達
政
宗
遣
欧
使

節
記
』
と
の
関
連
性
を
論
じ
た
平
田
隆
一
に
よ
る
論
考（

4
）

等
︑
そ
れ
ほ
ど
多
く
は

な
い
︒
ヴ
ァ
チ
カ
ン
文
書
館
（A

rchivio Segreto V
aticano

）
に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
ア
マ
ー
テ
ィ
の
未
刊
の
手
稿
「
日
本
の
自
然
︑
宗
教
︑
政
治
︑
そ
の
三
つ
の

状
態
に
つ
い
て
の
簡
便
な
る
記
述
」（B

reve R
istretto delli trè Stati N

aturale, 

R
eligioso, e Politico del G

iapone, fatto, et ordinato dal D
ottor Scipione A

m
ati 

Rom
o interprete, e Relatore dell'A

m
basciata del R

è Idate M
asam

une R
è de Voxu 

シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
著
「
日
本
略
記
」（
手
稿
）
に
お
け
る
考
察

―
―
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ス
マ
ン
著
『
東
方
伝
道
史
』（
一
六
〇
一
）
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
―
―

小
川
　
仁
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regnãte nel G
iapone..., 

以
降
「
日
本
略
記
」
と
省
略
す
る（

5
）

）
が
著
さ
れ
︑
数
篇
の

政
治
論
文（

6
）

が
出
版
さ
れ
て
い
る
以
外
は
︑
マ
ッ
ツ
ケ
ッ
リ
（M

azzuchelli

）
が

編
纂
し
た
人
名
辞
典（

7
）

に
お
い
て
極
め
て
簡
単
に
紹
介
さ
れ
る
の
み
で
︑
経
歴
の

詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
︒
ア
マ
ー
テ
ィ
は
︑
慶
長
遣
欧
使
節
と

の
邂
逅
直
前
に
マ
ド
リ
ッ
ド
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
ア
・
コ
ロ
ン
ナ
・
デ
・
カ
ブ
レ

ラ
（V

ittoria C
olonna de C

abrera

　
一
五
五
八
～
一
六
三
三
年
）
の
邸
宅
に
お
い

て
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
関
す
る
政
治
論
文
の
執
筆（

8
）

を
進
め
て
お
り
︑
一
六
〇
九
年
か

ら
一
六
四
八
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
数
篇
の
政
治
論
文
に
は
︑
い
ず
れ
に
も

コ
ロ
ン
ナ
家
を
称
揚
す
る
記
述
を
遺
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
︑
ア

マ
ー
テ
ィ
が
政
治
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
に
及
ば
ず
︑
コ
ロ
ン
ナ
家
と

の
あ
い
だ
に
単
な
る
主
従
関
係
以
上
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い（

9
）

︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
筆
者
は
コ
ロ
ン
ナ
家
の
文
書
を
多
く
収
蔵
し
て
い

る
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
（L

ʼArchivio C
olonna

）
に
着
目
し
︑
文
献
調
査
を
実
施
し

た
︒
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
は
ロ
ー
マ
近
郊
ズ
ビ
ア
ー
コ
（Subiaco

）
の
聖
ス
コ
ラ

ス
テ
ィ
カ
修
道
院
（M

onastero di S.Scolastica

）
図
書
館
に
併
設
さ
れ
て
い
る
︒

当
該
文
書
館
に
お
い
て
数
度
に
亙
る
調
査
の
結
果
︑
こ
れ
ま
で
経
歴
不
詳
と
さ

れ
て
き
た
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
関
連
の
書
簡
等
一
一
九
通
（
一
六
〇
九

～
一
六
五
三
年
）︑
他
ア
マ
ー
テ
ィ
家
一
族
に
よ
る
書
簡
一
一
〇
余
通
を
発
見
す

る
に
至
っ
た
︒

　
本
論
文
で
は
︑
最
初
に
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
で
発
見
し
た
新
出
史
料
を
参
照
し

つ
つ
︑「
日
本
略
記
」
の
内
容
を
詳
述
す
る
︒
次
い
で
「
日
本
略
記
」
と
多
く

の
類
似
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ス
マ
ン
（Luis de G

uzm
án

　

一
五
四
三
～
一
六
〇
五
年
）
著
『
東
方
伝
道
史
』（
一
六
〇
一
年（

10
）

）
と
の
比
較
を

試
み
︑「
日
本
略
記
」
第
一
章
︑
第
二
章
に
該
当
す
る
「
博
物
誌
」（stato 

naturale

）︑「
宗
教
誌
」（stato religioso

）
に
お
け
る
典
拠
の
形
態
の
分
析
を
進

め
る
と
と
も
に
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
著
述
意
図
の
一
端
を
考
察
し
て
い
く
︒

　
そ
し
て
︑
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ブ
ラ
ッ
ト
が
『
驚
異
と
占
有（

11
）

』
に
お

い
て
取
り
上
げ
て
い
る
「
仲
介
者（

12
）

」
の
文
脈
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
︑
十
七
世
紀

当
時
に
お
け
る
東
西
世
界
の
「
仲
介
者
」
で
あ
っ
た
宣
教
師
か
ら
引
き
継
が
れ

た
情
報
の
伝
達
・
咀
嚼
過
程
の
有
り
様
を
分
析
し
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
密
に
接
し

て
い
た
十
七
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
有
力
者
に
見
ら
れ
る
異
文
化
受
容
の
一
端
を
解

明
す
る
︒

　

第
一
章
　
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
と
「
日
本
略
記
」

第
一
節
　
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
の
経
歴

　
筆
者
に
よ
る
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
を
中
心
と
し
た
調
査
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
不

詳
と
さ
れ
て
き
た
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
の
経
歴
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
︒
こ
こ
で
︑
筆
者
が
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
で
発
見
し
た
史
料
の
一
つ
︑
ヘ
ス

ス
・
マ
リ
ア
（Jesus M

aria

）
著
「
ヴ
ェ
ー
ロ
リ
司
教
区
に
お
け
る
シ
ピ
オ
ー

ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
の
昇
進
に
関
す
る
評
価
書
」（
以
下
︑「
評
価
書
」
と
略
す（

13
）

）

を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
︒
こ
の
手
稿
は
︑
全
八
葉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
イ
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タ
リ
ア
語
の
前
半
三
葉
で
は
︑
コ
ロ
ン
ナ
家
と
小
都
市
ヴ
ェ
ー
ロ
リ
と
の
間
に

勃
発
し
た
境
界
紛
争
の
調
停
役
と
し
て
ア
マ
ー
テ
ィ
を
取
り
立
て
る
旨
を
︑
コ

ロ
ン
ナ
家
当
主
に
強
く
促
し
た
推
薦
状
の
体
裁
を
な
し
て
い
る
︒
後
半
五
葉
は

表
記
が
ラ
テ
ン
語
へ
と
変
わ
り
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
出
生
か
ら
一
六
二
〇
年
代
ま

で
の
経
歴
が
極
め
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
経
歴
抄
訳
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
︒

　
一
五
八
三
年
十
二
月
六
日
日
曜
日
︑
ト
リ
ヴ
ィ
リ
ャ
ー
ノ
に
出
生
︑
従
軍
聖

職
者
（
一
五
九
八
年
）
を
経
て
︑
ラ
テ
ン
語
︑
人
文
学
︑
法
学
（
聖
俗
双
方
）
を

学
ん
だ
後
︑
一
六
〇
六
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
ロ
ー
マ
学
院
に
お
い
て
ア
ン
ト
ニ

オ
・
サ
ン
タ
レ
ッ
ロ
（A

ntonio Santarello

）
神
父
か
ら
道
徳
神
学
「
良
心
例
学
」

の
講
義
を
受
け
て
い
る（

14
）

︒
博
士
号
取
得
後
は
︑
ア
ス
カ
ニ
オ
・
コ
ロ
ン
ナ
枢
機

卿
の
ラ
テ
ン
語
及
び
使
徒
書
簡
の
家
庭
教
師
と
な
っ
た
︒
ま
た
所
属
先
の
「
サ

ン
タ
・
ウ
マ
ニ
タ
リ
ア
」
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
講
義
を
担
当
︑

一
六
一
三
年
に
は
司
祭
に
叙
階
さ
れ
た
︒
マ
ル
テ
ィ
ノ
・
コ
ロ
ン
ナ
の
治
め
る

ナ
ポ
リ
近
郊
へ
赴
い
た
際
に
は
︑
現
地
の
紛
争
解
決
に
尽
力
︑
マ
ル
テ
ィ
ノ
・

コ
ロ
ン
ナ
の
子
息
カ
ミ
ッ
ロ
の
家
庭
教
師
も
努
め
て
お
り
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
と

テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
講
義
を
行
っ
て
い
る
︒

　
さ
ら
に
は
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
著
『
歴
史
』『
年
代
記
』
に
つ
い
て
の
政
治
学
的

論
考
︑
及
び
『
イ
タ
リ
ア
統
治
に
お
け
る
十
二
状
況
』
を
執
筆（

15
）

︑
シ
チ
リ
ア
滞

在
時
に
は
サ
ン
タ
・
ク
ル
ス
・
マ
ル
キ
オ
ー
ネ
に
ラ
テ
ン
語
の
政
治
論
文（

16
）

を
献

呈
︑
講
義
し
た
︒
マ
ド
リ
ッ
ド
滞
在
中
に
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
に
出
仕
す
る
教
皇
庁

駐
在
マ
ド
リ
ッ
ド
大
使
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
エ
タ
ー
ニ
（A

ntonio C
aetani

　

一
五
六
六
～
一
六
二
四
年
）
の
推
薦
を
受
け
︑
慶
長
遣
欧
使
節
通
訳
兼
折
衝
役

に
就
任
し
︑
慶
長
使
節
が
ロ
ー
マ
滞
在
中
に
『
奥
州
国
王
の
使
節
︑
及
び
国
土

の
歴
史
』（H

istoria Legationis et Regni Regis Voxij （
17
）

）
を
編
纂
︑
そ
れ
を
教
皇
パ

ウ
ル
ス
五
世
に
献
呈
し
︑
そ
の
報
酬
と
し
て
七
十
五
ド
ゥ
カ
ー
ト
を
拝
受
︑
次

い
で
「
日
本
の
国
々
︑
及
び
皇
帝
の
自
然
︑
宗
教
︑
歴
史
に
つ
い
て
の
小
冊

子
」（Libellu’ de state N

aturali, Religioso et Politico Iaponici Regni et Im
perij

）
を
ボ

ル
ゲ
ー
ゼ
枢
機
卿
に
献
呈
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る（

18
）

︒

　「
評
価
書
」
内
で
の
慶
長
使
節
に
対
す
る
言
及
は
続
き
︑「
ア
マ
ー
テ
ィ
は
秘

密
と
さ
れ
て
い
た
使
節
の
目
的
︑
隠
匿
さ
れ
て
い
た
奥
州
国
の
政
治
状
況
に
つ

い
て
秘
密
裏
に
パ
ウ
ル
ス
五
世
に
報
告
し
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
れ
ら
の
報
告
は

匿
名
人
物
の
主
導
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
他
に
教

皇
側
近
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
コ
ベ
ッ
ル
チ
オ
︑
ジ
ョ
エ
・
バ
プ
テ
ィ
ス
タ
・
コ
ス
タ

ク
ー
ト
も
使
節
派
遣
の
真
実
を
よ
く
心
得
て
い
た（

19
）

」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
に
よ
り
︑
教
皇
へ
の
『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』
献
呈
と
と
も
に
︑
ア
マ
ー

テ
ィ
が
諜
報
員
的
性
質
を
帯
び
た
情
報
仲
介
者
と
し
て
教
皇
庁
と
の
関
係
を

持
っ
て
い
た
こ
と
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る（

20
）

︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
キ
ャ
リ
ア
を
概
観
し
て
い
く
と
︑
学
識
を

身
に
付
け
た
上
で
聖
職
者
と
し
て
︑
そ
し
て
コ
ロ
ン
ナ
家
の
家
臣
と
し
て
忠
実

に
仕
え
︑
各
種
の
交
渉
・
折
衝
に
従
事
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
コ
ロ
ン
ナ

家
に
お
い
て
人
文
学
の
家
庭
教
師
を
努
め
︑
著
述
面
で
も
数
々
の
業
績
を
残
し
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て
お
り
︑『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』︑「
日
本
略
記
」
執
筆
時
に
お
け
る
ア

マ
ー
テ
ィ
の
異
文
化
へ
の
興
味
・
関
心
と
︑
彼
が
培
っ
て
き
た
教
養
が
深
く
結

び
付
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
二
節
　「
日
本
略
記
」
の
概
要

　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
文
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
「
日
本
略
記
」
の
記
述
内
容
は
︑

一
部
の
研
究
者
に
よ
り
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
そ
の
伝
来
は
全
く
不
明
と

さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
上
述
の
評
価
書
内
に
見
ら
れ
る
ラ
テ
ン
語
に
よ

る
日
本
報
告
『
日
本
の
国
々
︑
及
び
皇
帝
の
自
然
︑
宗
教
︑
歴
史
に
つ
い
て
の

小
冊
子
』
と
「
日
本
略
記
」
す
な
わ
ち
『
日
本
の
自
然
︑
宗
教
︑
政
治
︑
そ
の

三
つ
の
状
態
に
つ
い
て
の
簡
便
な
る
記
述
』
の
両
タ
イ
ト
ル
を
並
べ
て
瞥
見
す

る
時
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
類
似
性
か
ら
同
一
著
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
言

え
る
︒「
日
本
略
記
」
が
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
っ
て
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
枢
機
卿
に
献
呈

さ
れ
た
後
︑
ヴ
ァ
チ
カ
ン
文
書
館
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
文
書
に
収
蔵
さ
れ
︑
今
日
に

至
っ
て
い
る
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑
こ
の
手
稿

「
日
本
略
記
」
は
ア
マ
ー
テ
ィ
の
直
筆
の
報
告
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
︑
パ

ウ
ル
ス
五
世
に
献
呈
さ
れ
た
『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
︑

一
六
一
五
年
末
か
ら
一
六
一
六
年
二
月
あ
た
り
ま
で
の
間
に
執
筆
し
た
も
の
と

推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
で
は
︑
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
持
っ
た
「
日
本
略
記
」
と
は
︑
い
か
な
る
著

作
で
あ
っ
た
の
か
︒「
日
本
略
記
」
は
︑「
博
物
誌
」（Stato N

atvrale

）
十
二
葉（

21
）

︑

「
宗
教
誌
」（Stato R

eligioso

）
二
十
二
葉（

22
）

︑「
政
治
誌
」（Stato Politico

）
四
十
五

葉
の
合
計
七
十
九
葉（

23
）

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
政
治
誌
に
全
体
の
五
十
八
％
が

割
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
こ
の
書
を
ま
と
め
た
主
た

る
目
的
は
︑「
政
治
誌
」
の
執
筆
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
著
作

の
概
要
を
「
博
物
誌
」
か
ら
順
に
見
て
い
き
た
い
︒

「
博
物
誌
」

　「
日
本
略
記
」
に
お
い
て
「
博
物
誌
」
の
占
め
る
割
合
は
︑
全
七
十
九
葉
の

う
ち
の
十
二
葉
と
︑
決
し
て
多
く
は
な
い
が
︑
そ
れ
に
反
比
例
す
る
か
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
︑
地
理
︑
習
慣
︑
風
俗
︑
食
生
活
︑
住
居
と
大
変
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
︒
以
下
に
︑
そ
の
内
容
を
分
類
列
挙
し
︑
要
約
し
て
い
こ

う
︒

　
地
理

・  

日
本
の
位
置
︑
緯
度
に
つ
い
て
言
及
し
︑
日
本
列
島
の
主
な
島
々
︑
日
本
と

中
国
︑
高
麗
（C

orai

）︑
琉
球
（Leguio

）
と
の
位
置
関
係
・
距
離
や
︑
地
震

が
頻
発
す
る
こ
と
︑
ま
た
金
銀
が
豊
富
に
産
出
さ
れ
る
な
ど
に
触
れ
て
い
る
︒

九
州
︑
四
国
（X

icoco

）︑
本
州
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
一
方
で
︑
都
（M

eaco

）

以
東
は
全
く
不
明
で
あ
る
と
説
明
︒

　
食
生
活
と
農
業

・  

日
本
人
が
常
に
戦
と
い
う
人
災
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
︑
主
に
米
を
生
産
し
︑

そ
れ
が
豊
か
に
実
る
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
︑
米
か
ら
作
ら
れ
る
酒
と
茶
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（C
hia

）
を
嗜
ん
で
い
た
こ
と
に
言
及
︒

・  

狩
り
で
仕
留
め
た
獲
物
以
外
は
獣
を
口
に
せ
ず
︑
牛
乳
も
飲
ま
な
い
こ
と
に

つ
い
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
食
べ
物
や
嗜
好
品
の
臭
い
を
日
本
人
が
嫌
い
だ
か

ら
だ
と
し
て
い
る
︒

・  

貧
者
と
富
者
と
の
食
生
活
の
違
い
︑
病
人
に
は
魚
や
牡
蠣
を
食
べ
さ
せ
る
こ

と
に
着
目
し
︑
治
療
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
瀉
血
の
よ
う
に
全

く
血
を
流
す
こ
と
が
な
い
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
評
価
し
て
い
る
︒

　
住
居
︑
服
装

・  

豊
富
に
採
れ
る
杉
に
よ
っ
て
建
物
は
全
て
作
ら
れ
︑
壁
も
床
も
同
様
で
︑
日

本
人
は
そ
こ
で
寝
る
︒
木
材
か
ら
出
来
て
い
る
豪
華
な
祭
壇
（
仏
壇
）
を
家

の
中
に
設
え
る
︒

・  

服
装
は
豪
華
な
上
に
︑
ど
の
国
と
も
異
な
っ
て
お
り
︑
一
年
に
二
回
︑
衣
替

え
が
あ
る
と
し
て
い
る（

24
）

︒
上
流
階
級
の
住
居
︑
服
装
に
し
か
触
れ
て
い
な
い
︒

　
慣
習
︑
風
俗
︑
人
間
性
︑
言
語

・  

髪
形
に
お
い
て
は
︑
男
性
が
髷
を
結
い
︑
上
流
の
女
性
は
髪
を
解
け
た
状
態

に
し
て
い
る
︒
女
性
の
お
歯
黒
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
︑
黒
を
歓
喜
の
証
︑

赤
を
憂
鬱
の
証
と
し
て
い
る（

25
）

︒

・  

日
本
に
お
い
て
は
刀
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
よ
り
も
価
値
が
あ
る
も
の
で
あ
る
︒

戦
で
用
い
る
武
器
は
多
種
多
様
で
あ
り
︑
そ
の
ど
れ
も
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も

の
よ
り
も
優
れ
て
い
る
︒

・  

日
本
人
は
名
誉
︑
礼
節
を
非
常
に
重
ん
じ
る
た
め
︑
様
々
な
儀
式
や
場
面
に

お
い
て
︑
礼
節
を
持
っ
た
言
葉
遣
い
が
出
来
る
よ
う
に
︑
賛
辞
の
例
文
集
の

よ
う
な
本
を
使
っ
て
勉
強
す
る
︒

・  

年
長
者
を
尊
び
︑
苦
痛
や
不
幸
に
対
し
て
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
忍
耐
力
を

持
っ
て
い
る
︒

・  

日
本
人
に
は
本
音
と
建
前
が
存
在
し
︑
気
が
短
く
︑
一
般
市
民
は
領
主
の
横

暴
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
が
︑
才
気
は
東
方
の
ど
の
民
族
よ
り
も
優
れ
て
い

る
と
示
唆
す
る
︒

・  

年
齢
の
違
い
や
︑
貴
賤
︑
男
女
違
い
に
よ
っ
て
︑
言
葉
遣
い
は
異
な
り
︑
そ

の
場
に
相
応
し
く
な
い
言
葉
遣
い
を
す
る
と
嘲
笑
の
的
に
な
る
︒

「
宗
教
誌
」

　
二
十
二
葉
か
ら
な
る
「
宗
教
誌
」
は
︑
日
本
の
起
源
の
説
明
か
ら
始
ま
る
︒

そ
の
内
容
を
簡
便
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
ユ
ダ
ヤ
人
が
エ
ジ
プ

ト
脱
出
し
た
の
と
同
時
期
に
︑
イ
サ
ナ
ギ
（Isangui

）
と
イ
サ
ナ
ミ
（Isanam

i

）

と
い
う
中
国
出
身
の
夫
婦
が
偶
然
日
本
列
島
に
移
り
住
み
︑
日
本
の
歴
史
は
幕

を
開
け
る
︒
そ
の
後
︑
日
本
人
同
士
で
諍
い
が
生
じ
た
た
め
︑
従
来
採
用
し
て

き
た
共
和
制
か
ら
︑
内
裏
（D

aire

）
と
い
う
君
主
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
内

裏
は
法
を
整
備
し
︑
統
治
秩
序
の
構
築
に
努
め
た
が
︑
治
め
て
い
る
六
十
六
国

の
中
に
は
反
乱
を
起
こ
し
︑
内
裏
を
自
称
す
る
者
も
現
れ
る
よ
う
な
る
︒
内
裏

は
中
国
の
統
治
制
度
を
真
似
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
内
裏
の
品

格
や
尊
厳
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
の
が
宗
教
に
よ
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る
統
治
で
あ
っ
た
︒
坊
主
（B

onzi

）
や
聖
職
者
は
︑
宗
教
に
よ
る
統
治
の
管
理

下
に
置
か
れ
︑
内
裏
は
教
皇
の
よ
う
な
役
目
を
担
う
よ
う
な
り
︑
枢
機
卿
と
同

じ
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
公
家
（C

unge

）
が
据
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
内
裏

は
品
格
や
名
誉
と
し
て
の
存
在
と
な
り
︑
政
治
的
統
治
は
皇
帝
に
一
任
す
る
よ

う
に
な
っ
た（

26
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
概
略
を
述
べ
た
上
で
︑
内
裏
の
婚
姻
制
度
︑
内
裏
が
神
聖
な
称

号
を
与
え
る
権
利
を
有
し
て
い
る
な
ど
︑
内
裏
の
性
質
を
簡
単
に
解
説
し
︑
内

裏
の
下
に
つ
く
宗
教
︑
殊
に
仏
教
の
内
実
を
事
細
か
く
解
説
し
て
い
く
︒
具
体

的
に
は
︑
仏
教
が
中
国
か
ら
持
ち
込
ま
れ
︑
日
本
に
ど
の
よ
う
に
広
め
ら
れ
て

い
っ
た
か
を
踏
ま
え
た
︑
坊
主
た
ち
の
慣
習
︑
地
位
役
職
︑
教
育
機
関
︑
宗
派

な
ど
の
解
説
で
あ
る
︒

　
つ
ま
り
︑
禅
宗
（X

enxus

）︑
浄
土
宗
（X

odoxius

）︑
法
華
宗
（Foquexus

）︑

一
向
宗
（Icoxus

）
と
い
っ
た
宗
派
︑
さ
ら
に
宗
派
で
は
な
い
が
︑
山
伏
や
根

来
衆
（N

egoros

）
に
つ
い
て
も
詳
し
く
言
及
さ
れ
︑
経
に
つ
い
て
も 
“Nam

u, 

A
m

ida, B
uth

”  

“Nam
u, M

io, Ieren, qui, quio （
27
）

”
と
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
を
解
説
し
た
の
ち
︑
一
五
九
六
年
の
サ
ン
・
フ
ェ
リ
ペ
号
事
件
︑

そ
の
後
の
秀
吉
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
︑
都
の
近
く
に
住
み
潤
沢
な
収
入

を
得
て
い
る
高
僧
な
ど
の
様
子
に
触
れ
︑「
宗
教
誌
」
は
些
か
唐
突
な
か
た
ち

で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒

　
以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑「
宗
教
誌
」
で
留
意
す
べ
き
点
は
︑
宗
教
そ
の
も
の

を
論
じ
る
と
い
う
よ
り
は
︑
日
本
の
統
治
機
能
に
ど
の
よ
う
に
宗
教
︑
殊
に
仏

教
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
注
目
し
︑
詳
し
く
論
じ
て
い
る
点

に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
先
に
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
歴
史
学

者
で
あ
る
ア
マ
ー
テ
ィ
の
政
治
に
対
す
る
関
心
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め

と
推
測
さ
れ
る
︒

「
政
治
誌
」

　「
政
治
誌
」
は
「
日
本
略
記
」
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
て
お
り
︑
先
述
の

よ
う
に
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
日
本
に
対
し
て
最
も
関
心
を
寄
せ
る
部
分
で
あ
る
と

い
え
る
︒
よ
り
詳
細
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

　「
政
治
誌
」
は
︑
ま
ず
「
宗
教
誌
」
に
お
い
て
軽
く
触
れ
ら
れ
た
内
裏
の
起

源
を
よ
り
細
か
く
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
︑
具
体
的
な
国
名
（
尾
張

B
oari

な
ど
）
を
列
挙
し
な
が
ら
︑
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
多
く
の
国
々
に
分

か
れ
た
の
か
を
述
べ
て
い
る
︒
日
本
に
お
け
る
身
分
を
支
配
階
級
と
被
支
配
階

級
に
分
け
て
説
明
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
︑
相
互
の
関
連
性
に
触
れ
て
お
り
︑

内
裏
の
説
明
に
お
い
て
は
︑
内
裏
が
極
め
て
理
性
的
で
あ
り
誰
か
ら
も
崇
拝
さ

れ
る
存
在
で
︑
内
裏
に
よ
る
統
治
体
制
が
ス
パ
ル
タ
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
︑
ロ
ー

マ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
し
て
い
る（

28
）

︒
一
方
で
︑「
宗
教
誌
」
で
は
仏
教
と

内
裏
の
関
連
性
を
中
心
に
日
本
の
政
治
史
の
展
開
を
論
じ
て
い
た
が
︑「
政
治

誌
」
で
は
内
裏
と
時
の
権
力
者
と
の
関
連
性
を
重
視
し
な
が
ら
説
明
を
進
め
︑

最
終
的
に
戦
国
時
代
の
権
力
者
（
天
下
）
の
統
治
方
法
を
具
体
的
に
記
述
し
て

い
く
と
と
も
に
︑
戦
国
時
代
の
権
力
者
に
よ
る
統
治
は
︑
民
衆
を
顧
み
ず
︑
内
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裏
の
権
力
を
形
骸
化
さ
せ
た
暴
政
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
︒

　
そ
の
具
体
的
記
述
と
し
て
ア
マ
ー
テ
ィ
は
「
政
治
誌
」
七
十
二
表
～
七
十
二

裏
に
お
い
て
︑
徳
の
無
い
君
主
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒
一

方
で
︑
そ
の
よ
う
な
否
定
的
見
解
に
留
ま
ら
ず
︑
日
本
の
統
治
の
性
質
を
さ
ら

に
詳
し
く
述
べ
た
上
で
︑
タ
タ
ー
ル
や
中
国
︑
シ
ャ
ム
︑
ペ
グ
ー
な
ど
の
国
々

の
よ
う
に
︑
決
し
て
外
部
か
ら
侵
略
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
日
本
は
不
安
定
な
政

治
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
広
範
な
統
一
政
権
が
存
在
し
て
お
り（

29
）

︑
そ
れ
を
驚
く

べ
き
こ
と
と
評
価
し
︑
そ
の
統
治
体
制
に
注
目
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
ア

マ
ー
テ
ィ
の
記
述
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
よ
う
︒

　
次
に
日
本
に
お
け
る
統
治
の
具
体
的
な
性
質
に
対
す
る
ア
マ
ー
テ
ィ
の
捉
え

方
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
内
裏
の
統
治
の
性
質
と
対
比
さ
せ
て
︑
織
田
信

長
や
豊
臣
秀
吉
と
い
っ
た
権
力
者
の
性
質
に
言
及
し
て
い
る
︒
そ
の
際
に
︑

violenza

（
暴
力
）
と
い
っ
た
「
負
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
視
点
か
ら
深
く
捉
え

よ
う
と
す
る
記
述
が
各
所
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
︑
日
本
の
不
安
定
な
時
代
の

中
に
あ
っ
て
ア
マ
ー
テ
ィ
は
︑
内
裏
と
い
う
宗
教
権
力
と
︑
秀
吉
な
ど
の
俗
世

の
権
力
者
（Im

perator

）
と
の
係
わ
り
合
い
か
ら
︑
日
本
の
統
治
を
俯
瞰
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ス
ペ
イ
ン
と
教
皇
領
の
は

ざ
ま
で
︑
微
妙
な
か
じ
取
り
を
迫
ら
れ
て
い
た
コ
ロ
ン
ナ
家
や
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家

等
有
力
者
を
取
り
巻
く
不
安
定
な
政
治
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
て
︑
政
治
的
な
糸

口
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
他

方
︑「
宗
教
誌
」
に
お
い
て
内
裏
をPapa

（
教
皇
）
の
よ
う
なPresidente

（
頭

目
）
で
あ
る
と
し（

30
）

︑「
日
本
略
記
」
全
体
に
お
い
て
︑
秀
吉
な
ど
の
天
下
を
支

配
す
る
権
力
者
を
皇
帝
（Im

perator

）
と
し
つ
つ
︑
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
論
じ
て
い
る（

31
）

︒
こ
の
よ
う
な
対
置
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
来
日
し

た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
簡
に
多
数
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
ア
マ
ー
テ
ィ

も
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
積
極
的
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
の
政
治

と
宗
教
（
神
道
と
仏
教
）
と
の
関
係
を
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
俗
世
の
政
治

と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
に
置
き
換
え
て
理
解
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
皇
と

世
俗
権
力
と
の
関
係
性
を
視
座
に
据
え
つ
つ
︑
日
本
の
統
治
が
名
目
上
の
統
治

者
で
あ
る
内
裏
と
実
質
上
の
権
力
者
で
あ
る
皇
帝
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
︑
皇
帝
に
よ
る
統
治
が
不
安
定
で
圧
制
的
な
側
面
を
帯
び
つ
つ

も
︑
日
本
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
現
実
的
に
相
応
し
い
統
治
で
あ
る
と
捉
え
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
補
足
と
し
て
︑
ロ
ー
マ
の

元
首
政
へ
の
移
行
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
政
治
に
対
す
る
影
響
を
例
に
取
り
上
げ

て
論
じ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
な
か
で
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
は
不
安
定
な
政
治
状
況
に

対
し
有
益
と
な
り
得
る
規
範
と
し
て
︑「
神
の
教
え
に
よ
る
統
治
」
と
い
う
︑

キ
リ
ス
ト
教
至
上
主
義
的
な
宗
教
政
治
思
想
を
持
ち
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
上
か
ら
︑
慶
長
遣
欧
使
節
と
の
邂
逅

が
契
機
と
な
っ
た
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
自
身
が
︑
聖
職

者
の
立
場
か
ら
日
本
の
織
豊
政
権
期
の
政
治
状
況
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
寄
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せ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
と
い
え
る
︒

第
三
節
「
日
本
略
記
」
と
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家

　
以
上
の
こ
と
と
併
せ
て
︑「
日
本
略
記
」
が
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
枢
機
卿
に
献
呈
さ

れ
た
事
実
に
も
う
一
度
注
意
を
払
う
と
︑
別
な
可
能
性
も
見
え
て
く
る
︒
す
な

わ
ち
︑
枢
機
卿
を
含
め
た
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
全
体
に
も
日
本
の
政
治
に
対
す
る
関

心
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
の
要
請
の
も
と
に
「
日
本
略
記
」
が

編
ま
れ
た
可
能
性
で
あ
る
︒
ヴ
ァ
チ
カ
ン
文
書
館
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
文
書
に
は
︑

十
六
世
紀
中
葉
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
手
稿
の
論
文
集

が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
例
を
挙
げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
︑
古
今
東
西

問
わ
ず
事
例
を
取
り
上
げ
︑
広
汎
に
政
治
の
方
法
論
を
説
い
た
『
修
道
士
ト

マ
ッ
ソ
・
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
著
︑
全
政
治
技
法
に
お
け
る
一
五
〇
の
方
法
概
念
』

C
ento C

inquanta C
oncetti m

ethodici dell’universa scienza politica di Frà 

Tom
asso C

am
panella （

32
）

を
筆
頭
に
︑
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
の
政
治
状
況
に
対

す
る
分
析
や
︑
ハ
ン
ニ
バ
ル
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
侵
攻
時
の
共
和
制
ロ
ー
マ
の
対

処
に
つ
い
て
具
に
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
「
歴
史
・
道
徳
論
集
」D

iscorsi 

storici e m
orali diversi di autori （

33
）

︑「
作
者
不
詳
︑
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
タ
キ
ト
ゥ

ス
に
つ
い
て
の
政
治
論
文
」D

iscorsi politici di un anonim
o sopora C

olnelio 

Tacito （
34
）

と
い
っ
た
も
の
ま
で
あ
り
︑
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
実
に
多
彩
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
先
に
取
り
上
げ
た
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
著
作
は
︑『
政
治
警
句
集
』

（A
folism

i politici

　
一
六
〇
一
年
）
と
内
容
が
同
一
で
あ
り
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
関

係
者
が
何
ら
か
の
機
会
を
得
て
︑『
政
治
警
句
集
』
を
当
該
手
稿
と
し
て
書
き

写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
当
該
著
作
で
特
筆
す
べ
き
は
︑
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が

ア
マ
ー
テ
ィ
と
同
様
の
視
点
か
ら
日
本
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て

い
る
こ
と
な
の
だ
が
︑
紙
面
に
限
り
が
あ
る
た
め
当
該
論
点
に
つ
い
て
は
別
に

機
会
を
設
け
て
詳
細
に
分
析
し
て
い
き
た
い
︒
若
干
議
論
が
逸
れ
て
し
ま
っ
た

が
︑
以
上
に
列
挙
し
た
著
作
群
か
ら
は
︑
過
去
の
事
例
や
最
新
の
政
治
思
想
か

ら
貪
欲
に
政
治
的
教
訓
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
形
跡
が
多
少
な
り
と
も
認

め
ら
れ
る
︒

　
一
方
で
︑
十
七
世
紀
初
頭
の
教
皇
庁
は
︑
世
界
各
地
で
宣
教
活
動
に
従
事
す

る
イ
エ
ズ
ス
会
や
托
鉢
修
道
会
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
海
外
情
報
で
あ
ふ
れ
て
お

り（
35
）

︑
当
時
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
が
教
皇
パ
ウ
ル
ス
五
世
（Pauls V

　
一
五
五
二
～

一
六
二
一
年
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
出
身
）
を
通
し
て
積
極
的
に
対
外
情
報
を
入
手
し

て
い
た
可
能
性
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
︒
日
本
記
述
が
含
ま
れ
る
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ

の
著
作
︑「
日
本
略
記
」
共
々
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
事
実
も
︑

こ
の
よ
う
な
教
皇
庁
を
取
り
巻
く
環
境
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
推
察
す
る

の
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
背
景
に
鑑
み
れ
ば
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
双

方
に
お
け
る
日
本
の
政
治
状
況
と
い
う
共
通
の
関
心
事
項
を
媒
介
と
し
て
︑
書

き
手
で
あ
る
ア
マ
ー
テ
ィ
が
積
極
的
に
異
文
化
情
報
の
咀
嚼
を
試
み
る
態
度
で

も
っ
て
知
識
を
供
給
し
︑
読
み
手
で
あ
る
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
は
己
の
関
心
に
従
い

そ
れ
を
享
受
︑
時
に
は
書
き
手
に
対
し
得
た
い
知
識
を
要
求
す
る
相
互
関
係
︑
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す
な
わ
ち
知
的
需
給
関
係
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
次
章
で
は
こ
の
知
的
需
給
関
係
の
一
部
を
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
「
日

本
略
記
」︑
と
り
わ
け
そ
の
「
博
物
誌
」
と
「
宗
教
誌
」
に
お
い
て
非
常
に
多

く
引
用
し
て
い
る
︑
ル
イ
ス
・
デ
・
グ
ス
マ
ン
の
『
東
方
伝
道
史
』
と
の
比
較

を
通
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

　

第
二
章
　
グ
ス
マ
ン
と
ア
マ
ー
テ
ィ
、
日
本
に
対
す
る
両
者
の
眼
差
し

第
一
節
　
グ
ス
マ
ン
と
『
東
方
伝
道
史
』

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
「
日
本
略
記
」
が
︑「
政
治
誌
」
に
主
眼
を
置

き
つ
つ
ア
マ
ー
テ
ィ
と
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
双
方
の
日
本
に
対
す
る
政
治
的
関
心
の

も
と
に
編
ま
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
︒
そ
の
一
方
で
「
日
本

略
記
」
は
「
事
由
書
」
内
の
記
述
か
ら
察
す
る
に
︑『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』

の
執
筆
か
ら
時
を
置
か
ず
し
て
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
献
呈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
短
時
間
の
う
ち
に
書
き
上
げ
ね
ば
な
ら
ず
︑
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
の
報
告
書
︑
年
報
︑
書
翰
を
参

考
に
し
︑
グ
ス
マ
ン
の
布
教
史
も
参
照
文
献
の
主
要
な
選
択
肢
に
な
っ
て
い
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒「
日
本
略
記
」
に
お
け
る
ク
ズ
マ
ン
か
ら
の
引
用

は
︑
著
作
の
主
要
部
分
か
ら
外
れ
る
「
博
物
誌
」
と
「
宗
教
誌
」
に
そ
の
傾
向

が
顕
著
に
認
め
ら
れ
︑
引
用
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
抜
粋
に
近
い
記
述
が
多
く

見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
抜
粋
と
ま
で
言
わ
な
い
ま
で
も
︑
内
容
レ
ベ
ル
で
一

致
す
る
ほ
ど
の
引
用
が
非
常
に
多
く
認
め
ら
れ
る
︒『
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡

集（
36
）

』
所
収
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（Francisco X

avier

　
一
五
〇
六
～

一
五
五
二
年
）
書
簡
︑
コ
ス
メ
・
デ
・
ト
ル
レ
ス
（C

osm
e de Torres

　
一
五
一
〇

～
一
五
七
〇
年
）
書
簡
︑
ガ
ス
パ
ー
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
（G

aspar V
ilela

　
一
五
二
五

～
一
五
七
二
年
）
書
簡
の
記
載
に
も
若
干
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
が
︑『
東
方
伝

道
史
』
か
ら
の
抜
粋
ほ
ど
の
一
致
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
が
グ
ス
マ
ン
か
ら
の
抜
粋
や
引
用
に
よ
り
手
短
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
考
察
に
価
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒

そ
こ
で
本
項
で
は
︑
あ
え
て
「
博
物
誌
」
と
「
宗
教
誌
」
に
着
目
し
︑
ア
マ
ー

テ
ィ
と
グ
ス
マ
ン
両
者
の
記
述
の
差
異
か
ら
ア
マ
ー
テ
ィ
の
著
作
意
図
を
分
析

し
て
い
き
た
い
︒

　
ま
ず
︑
比
較
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
『
東
方
伝
道
史
』
の
著
者
ル
イ
ス
・

デ
・
グ
ス
マ
ン
（
一
五
四
三
～
一
六
〇
五
年
）
の
経
歴
に
軽
く
触
れ
て
お
き
た

い
︒ 

バ
レ
ン
シ
ア
︑
オ
ソ
ル
ノ
村
出
身
︒
一
五
六
三
年
︑
ア
ル
カ
ラ
大
在
学

中
に
同
地
で
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
会
︒
イ
エ
ズ
ス
会
の
ア
ル
カ
ラ
学
院
で
学
問
を

修
め
︑
司
祭
に
叙
階
さ
れ
る
︒
一
五
七
三
年
以
降
︑
ベ
ル
モ
ン
テ
学
院
長
︑
イ

エ
ズ
ス
会
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
管
区
長
等
を
務
め
る
が
︑
病
気
の
た
め
一
旦
第
一
線

を
退
い
た
︒
病
状
回
復
後
一
五
九
四
年
に
ア
ル
カ
ラ
学
院
長
︑
翌
年
イ
エ
ズ
ス

会
ト
レ
ド
管
区
長
を
歴
任
︑
次
い
で
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
ア
ク
ア
ヴ
ィ
ヴ
ァ
の
ス

ペ
イ
ン
管
区
助
手
に
任
命
さ
れ
て
い
る
︒
一
六
〇
五
年
ト
レ
ド
管
区
長
在
職
中

に
没
し
た（

37
）

︒
ア
ジ
ア
で
の
宣
教
経
験
は
な
く
︑
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
ア
ク
ア
ヴ
ィ
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ヴ
ァ
の
命
を
受
け
︑
イ
ン
ド
︑
中
国
︑
日
本
で
の
ザ
ビ
エ
ル
の
宣
教
過
程
︑
ザ

ビ
エ
ル
死
後
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
の
日
本
で
の
活
動
を
中
心
に
全
十
四
篇
で
構

成
さ
れ
た
『
東
方
伝
道
史
』
を
執
筆
し
た
︒
そ
の
た
め
巡
察
師
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー

ノ
を
は
じ
め
と
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
簡
を
引
用
し
た
と
さ
れ
て
お
り（

38
）

︑
イ

エ
ズ
ス
会
総
会
長
宛
文
書
で
秘
匿
性
の
高
か
っ
た
『
日
本
諸
事
要
録
』

（
一
五
八
三
年（

39
）

）
や
既
述
の
『
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
』︑
オ
ラ
ン
ダ
の
旅
行

家
ヤ
ン
・
ホ
イ
フ
ェ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
リ
ン
ス
ホ
ー
テ
ン
（Jan H

uyghen van 

Linschoten

　
一
五
六
三
～
一
六
一
一
年
）
が
著
し
た
『
東
方
案
内
記
』（Itinerario: 

Voyage ofte schipvaert van Jan H
uyghen van Linschoten naer O

ost ofte Portugaels Indien 

1579-1592

　
一
五
九
六
年
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
）
等
の
記
述
と
類
似
し
た
箇
所
が

認
め
ら
れ
る（

40
）

︒

　『
東
方
伝
道
史
』
は
一
六
〇
一
年
に
ア
ル
カ
ラ
で
出
版
さ
れ
︑
天
正
遣
欧
使

節
が
ス
ペ
イ
ン
の
ベ
ル
モ
ン
テ
来
訪
時
︑
現
地
学
院
の
総
長
で
あ
っ
た
グ
ス
マ

ン
が
使
節
一
行
を
歓
待
し
た
記
述
も
第
八
編
に
認
め
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
バ

ラ
ン
ス
の
良
さ
か
ら
良
質
な
著
作
と
し
て
当
時
よ
り
評
判
を
得
て
い
た
︒
日
本

関
連
記
述
は
第
五
篇
か
ら
第
十
三
篇
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
か
ら
比

較
・
考
察
対
象
と
す
る
『
東
方
伝
道
史
』
第
五
篇
「
会
士
に
依
つ
て
日
本
の
諸

國
に
福
音
傳
道
の
端
緒
が
開
か
れ
︑
そ
れ
が
日
本
帝
國
の
首
都
京
都
の
大
都
市

に
ま
で
傳
道
さ
れ
た
事（

41
）

」
で
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
日
本
開
教
の
過
程
と
と
も
に
︑

日
本
の
地
理
︑
文
化
︑
習
慣
︑
宗
教
が
具
体
的
か
つ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

第
二
節
　「
博
物
誌
」
に
認
め
ら
れ
る
典
拠
の
形
態

　
以
上
を
踏
ま
え
て
両
テ
キ
ス
ト
の
具
体
的
な
比
較
に
移
り
た
い
︒「
博
物
誌
」

に
お
け
る
『
東
方
伝
道
史
』
第
五
篇
か
ら
の
引
用
は
︑
冒
頭
で
は
数
行
程
度
に

留
ま
っ
て
い
る
も
の
の（

42
）

︑
頁
を
追
う
ご
と
に
そ
の
分
量
は
増
し
て
い
き
︑
五
行

以
上
の
抜
粋
に
近
い
状
態
へ
と
移
行
し
て
い
く
︒
具
体
的
な
比
較
例
と
し
て
︑

長
文
引
用
の
該
当
箇
所
で
あ
る
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
語
原
文
の
拙
訳

と
︑
グ
ス
マ
ン
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
語
原
文
の
新
井
ト
シ
訳
を
併
記
し
て
い
く
︒

（
傍
線
は
強
調
の
た
め
筆
者
が
補
足
︒
原
文
は
注
参
照
︒）

ア
マ
ー
テ
ィ
：
テ
キ
ス
ト
①

「
日
本
人
は
食
事
を
す
る
際
に
棕
櫚
の
薄
い
ス
ト
ー
ル
（Stole

）
か
ら
で

き
た
床
に
座
る
︒
そ
し
て
銘
々
に
︑
四
角
い
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
が
あ
て
が

わ
れ
︑
ど
ん
な
皿
で
も
異
な
っ
た
テ
ー
ブ
ル
が
運
ば
れ
る
︒
テ
ー
ブ
ル
ク

ロ
ス
や
食
事
の
道
具
に
は
関
心
が
無
い
︒
彼
ら
は
極
め
て
洗
練
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
は
彼
ら
が
木
の
二
本
の
ス
コ
ッ
プ
か
︑
一
パ
ル
モ
の
長
さ
の
そ

れ
を
使
っ
て
食
べ
物
を
掴
む
か
ら
だ
︒
し
か
も
そ
れ
ら
で
パ
ン
屑
が
落
ち

る
こ
と
は
な
い
︒
彼
ら
は
牛
乳
と
チ
ー
ズ
を
酷
く
嫌
う
︒
牛
乳
が
（
白
色

で
あ
る
の
に
赤
色
に
変
わ
る
血
）
を
含
み
︑
生
き
血
を
ち
び
ち
び
と
飲
む
時

の
よ
う
に
︑
牛
乳
を
飲
む
こ
と
は
大
変
な
吐
き
気
を
催
す
こ
と
に
つ
な
が

る
と
信
じ
て
い
る
の
だ
︒
同
じ
よ
う
な
嫌
悪
は
︑
雌
牛
や
去
勢
羊
を
食
す

こ
と
に
お
い
て
も
生
じ
る
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
馬
肉
で
も
同
様
だ（

43
）

︒」
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グ
ス
マ
ン
：
テ
キ
ス
ト
①

「
彼
等
は
棕
櫚
の
薄
い
畳
の
上
に
坐
り
︑
一
人
一
人
小
さ
な
四
角
の
膳
に

向
か
つ
て
食
事
し
︑
一
皿
毎
に
︑
別
の
膳
で
運
ば
れ
る
︒
食
卓
掛
︑
ナ
プ

キ
ン
︑
ナ
イ
フ
︑
フ
ォ
ク
は
用
ひ
な
い
が
︑
非
常
に
清
潔
︑
清
楚
を
保
ち
︑

象
牙
又
は
木
の
一
パ
ル
モ
前
後
あ
る
二
本
の
箸
で
食
物
を
取
り
︑
こ
れ
を

器
用
に
使
つ
て
小
し
も
こ
ぼ
さ
な
い
︒
彼
等
は
牛
乳
及
び
そ
れ
を
材
料
と

し
て
作
つ
た
も
の
を
非
常
に
嫌
ふ
︒
牛
乳
は
山
羊
の
血
の
変
色
し
た
も
の

と
し
て
︑
我
々
が
生
血
を
飲
む
人
に
対
す
る
や
う
に
︑
牛
乳
を
飲
む
人
を

忌
む
︒
こ
れ
と
同
じ
く
牛
︑
羊
を
食
べ
る
事
も
︑
丁
度
我
々
が
馬
肉
そ
の

他
の
野
獣
の
肉
を
食
べ
る
人
に
対
す
る
や
う
に
吐
気
を
感
ず
る（

44
）

︒」

ア
マ
ー
テ
ィ
：
テ
キ
ス
ト
②

「
日
本
語
が
富
ん
で
い
る
の
は
︑
特
質
や
優
雅
さ
に
お
け
る
の
と
同
様
に

言
葉
が
持
つ
豊
か
さ
に
お
い
て
︑
ギ
リ
シ
ア
語
︑
ラ
テ
ン
語
を
凌
駕
し
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
言
語
と
と
も
に
修
辞
や
丁
寧
な
言
葉
使
い

も
習
得
す
る
︒
共
同
体
の
人
々
と
の
言
葉
︑
高
貴
に
接
す
る
た
め
の
言
葉

が
あ
り
︑
同
じ
出
来
事
の
対
話
で
も
人
間
の
相
違
に
委
ね
る
こ
と
が
出
来

な
い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
同
じ
や
り
取
り
で
も
︑
老
人
と
議
論
す
る

の
と
若
者
と
議
論
す
る
の
と
で
は
異
な
り
︑
い
か
に
も
「
若
者
」
と
い
う

言
葉
を
老
人
に
使
う
と
笑
い
が
起
き
る
原
因
と
な
る
の
だ
︒︹
中
略
︺
彼

ら
は
二
つ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
︒
一
つ
は
単
独
の
文
字
︑

も
う
一
方
は
中
国
の
様
式
の
姿
を
し
た
も
の
だ
︒
そ
れ
ら
を
書
く
際
に
は
︑

言
葉
が
置
か
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
︑
極
め
て
簡
潔
で
あ
る（

45
）

︒」

グ
ス
マ
ン
：
テ
キ
ス
ト
②

「
日
本
人
の
言
葉
は
荘
重
に
し
て
豊
か
で
あ
り
︑
多
く
の
点
に
お
い
て
︑

そ
し
て
一
つ
の
事
柄
を
表
現
す
る
言
語
の
も
つ
そ
の
豊
饒
さ
に
お
い
て
も
︑

又
そ
の
言
葉
の
余
韻
︑
優
美
さ
に
お
い
て
も
ギ
リ
シ
ア
︑
ラ
テ
ン
語
を
遥

か
に
卓
越
し
て
い
る
︒
こ
の
言
語
を
習
う
に
は
同
時
に
修
辞
法
と
鄭
重
な

言
語
を
習
わ
ね
ば
︑
凡
て
の
人
と
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
同
じ
一
つ
の

も
の
で
も
︑
非
常
に
異
な
っ
た
言
葉
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
貴
族
に
対
す

る
も
の
と
︑
一
般
人
又
極
低
い
地
位
の
も
の
に
対
す
る
言
葉
の
差
異
が
あ

る
︒
又
老
人
に
対
す
る
詞
と
極
若
い
も
の
に
対
す
る
言
葉
が
あ
る
故
に
︑

そ
れ
を
取
り
違
え
た
り
︑
誤
っ
た
り
し
て
は
人
に
笑
わ
れ
る
︒︹
中
略
︺

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
は
二
つ
の
型
が
あ
り
︑そ
の
一
つ
は
単
な
る
文
字（
表

音
文
字
）
で
あ
る
が
︑
他
は
支
那
風
の
字
体
で
あ
る
︒
そ
れ
を
書
く
に
は

文
字
も
言
葉
も
入
れ
な
い
故
に
至
極
簡
単
で
あ
る
︙
︙（

46
）

」

　
以
上
の
よ
う
に
ア
マ
ー
テ
ィ
︑
グ
ス
マ
ン
の
両
記
述
を
︑
注
に
挙
げ
た
原
文

も
参
照
し
つ
つ
比
較
す
る
と
︑
瞥
見
し
た
限
り
で
は
文
の
構
造
は
そ
の
ま
ま
に
︑

原
文
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
イ
タ
リ
ア
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
だ
け
と
い
う

印
象
を
強
く
受
け
る
︒
十
七
世
紀
初
頭
の
コ
ロ
ン
ナ
家
は
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
と
の
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結
び
つ
き
を
強
め
て
お
り
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
も
ま
た
コ
ロ
ン
ナ
家
家
臣
と
し
て
マ

ド
リ
ッ
ド
に
滞
在
し
︑
主
君
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
コ
ロ
ン
ナ
一
世
（Filippo I 

C
olonna

）
に
ス
ペ
イ
ン
語
で
書
翰
を
認
め
て
い
る（

47
）

︒
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
か
ら
も

俸
禄
を
得
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
も
残
さ
れ
て
お
り（

48
）

︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
グ
ス

マ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
語
を
イ
タ
リ
ア
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
造
作
も
無
い
こ
と

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
ア
マ
ー
テ
ィ
は
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
か
ら
「
日
本
略
記
」
執
筆
の
要
請
を
受
け
て
︑

短
期
間
の
う
ち
に
書
き
上
げ
る
折
に
︑「
博
物
誌
」
を
効
率
よ
く
ま
と
め
よ
う

と
し
た
た
め
に
︑
以
上
の
よ
う
な
『
東
方
伝
道
史
』
か
ら
の
抜
粋
が
生
じ
た
こ

と
も
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
両
テ
キ
ス
ト
に
対

し
更
に
綿
密
な
分
析
を
加
え
て
い
く
と
︑『
東
方
伝
道
史
』
か
ら
の
抜
粋
箇
所

に
は
読
み
手
で
あ
る
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
対
し
て
簡
潔
か
つ
効
果
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
も
の
と
大
き
く
異
な
る
日
本
の
文
化
・
習
俗
を
伝
え
よ
う
と
し
た
ア
マ
ー

テ
ィ
の
態
度
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
︒

　
ア
マ
ー
テ
ィ
と
グ
ス
マ
ン
の
テ
キ
ス
ト
①
傍
線
部
で
は
︑
日
本
人
が
牛
乳
に

対
し
血
の
よ
う
な
印
象
を
抱
き
︑
酷
く
嫌
っ
て
い
る
旨
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

と
り
わ
け
傍
線
部
冒
頭
に
お
い
て
グ
ス
マ
ン
は
︑「
乳
及
び
乳
か
ら
作
ら
れ
る

も
の
を
尋
常
な
ら
ざ
る
ほ
ど
に
嫌
う
」（A

borrecen grandem
ente la leche, y las 

cosas que se hazen della,

）
と
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
は
「
乳
と

チ
ー
ズ
を
酷
く
嫌
う
」（A

borriscono il latte, et il cascio,

）
と
し
て
お
り
︑「
乳

か
ら
作
ら
れ
る
も
の
」（las cosas que se hazen del la

）
か
ら
「
チ
ー
ズ
」（il 

cascio

）
と
い
う
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
る
具
体
性
を
増
し
た
明
ら
か
な
改
編
の
痕

跡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
次
い
で
テ
キ
ス
ト
②
で
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
ス
ペ

イ
ン
語
か
ら
イ
タ
リ
ア
語
に
翻
訳
す
る
際
に
構
文
を
若
干
変
え
る
以
外
は
︑
内

容
は
一
致
し
て
お
り
完
全
な
抜
粋
と
思
わ
れ
る
︒
ア
マ
ー
テ
ィ
が
「
日
本
略

記
」
執
筆
を
進
め
る
折
に
︑
テ
キ
ス
ト
①
と
は
異
な
り
加
筆
・
訂
正
の
必
要
は

な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
既
知
の
事
実
で
あ
る
が
イ
エ
ズ
ス
会
は
各

地
で
布
教
す
る
に
際
し
︑
現
地
語
の
学
習
と
研
究
を
最
重
要
課
題
と
し
て
い
た
︒

『
羅
葡
日
辞
典
』（
一
五
九
五
年
）
や
『
日
葡
辞
書
』（
一
六
〇
三
～
一
六
〇
四
年
）︑

禁
教
令
以
後
で
は
あ
る
が
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
っ
て
『
日
本
語
小
文

典
』（
一
六
二
〇
年
）
が
編
ま
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
ア
マ
ー
テ
ィ
も
ま

た
イ
エ
ズ
ス
会
ロ
ー
マ
学
院
で
学
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
イ
エ

ズ
ス
会
の
こ
の
よ
う
な
方
針
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
︑
語
学
に
長
け
て

い
た
が
故
の
個
人
的
関
心
も
加
味
し
て
︑
上
記
の
よ
う
に
言
語
と
文
化
の
親
和

性
を
示
唆
す
る
記
述
を
そ
の
ま
ま
抜
粋
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
し
た
が
っ
て
テ
キ
ス
ト
①
︑
②
に
お
け
る
抜
粋
箇
所
を
見
比
べ
て
い
く
と
︑

短
期
間
の
う
ち
に
書
き
上
げ
た
と
は
い
え
︑
グ
ス
マ
ン
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
単
に

抜
粋
す
る
こ
と
で
効
率
的
に
日
本
報
告
を
作
成
し
た
の
で
は
な
く
︑
グ
ス
マ
ン

の
テ
キ
ス
ト
を
「
吟
味
・
峻
別
」
し
︑
適
宜
に
加
除
筆
し
つ
つ
精
度
を
高
め
た

報
告
書
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
ア
マ
ー
テ
ィ
の
態
度
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
「
吟
味
・
峻
別
」
す
る
態
度
は
︑「
日
本
略
記
」
第
二
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章
に
該
当
す
る
「
宗
教
誌
」
に
お
い
て
︑
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
こ
と

と
な
る
︒

第
三
節
　「
宗
教
誌
」
に
見
る
ア
マ
ー
テ
ィ
の
著
作
意
図

　「
宗
教
誌
」
に
お
け
る
グ
ス
マ
ン
か
ら
の
抜
粋
は
︑
よ
り
顕
著
な
も
の
と

な
っ
て
表
出
し
て
お
り
︑「
宗
教
誌
」
の
約
半
分
程
度
が
グ
ス
マ
ン
か
ら
の
抜

粋
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
本
項
で
は
前
節
結
部
で
論
じ
た
ア
マ
ー
テ
ィ

の
「
吟
味
・
峻
別
」
の
態
度
を
踏
ま
え
つ
つ
︑「
宗
教
誌
」
に
お
け
る
グ
ス
マ

ン
か
ら
の
抜
粋
箇
所
を
分
析
し
て
い
き
た
い
︒（
ア
マ
ー
テ
ィ
の
記
述
は
拙
訳
︑

グ
ス
マ
ン
の
記
述
は
新
井
訳
︒
傍
線
は
強
調
の
た
め
筆
者
が
補
足
︒）

ア
マ
ー
テ
ィ
③

「
こ
れ
と
同
じ
座
主
（Iaco

）
が
東
堂
ら
を
選
ぶ
︒
東
堂
と
は
︑
大
司
教
や

司
教
の
よ
う
に
二
番
目
に
く
る
坊
主
た
ち
の
こ
と
で
︑
比
較
的
軽
い
出
来

事
で
許
可
を
与
え
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
︒﹁
座
主
﹂
は
僧
院
長
の
選
出

を
承
認
す
る
︒
僧
院
長
は
︑
比
較
的
名
の
あ
る
重
要
な
数
々
の
僧
院
を
統

括
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
座
主
は
東
堂
の
裁
量
に
は
︑
あ
り
き

た
り
で
一
般
的
な
諸
々
に
承
認
を
与
え
る
余
地
を
残
し
て
い
る
の
だ
︒
こ

れ
ら
の
高
名
な
坊
主
た
ち
は
大
学
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
坊
主
た
ち
は
︑

自
分
た
ち
の
宗
派
の
こ
と
を
学
ぶ
︒
宗
派
の
な
か
で
有
名
な
も
の
は
五
つ

挙
げ
ら
れ
る
︒
高
野
︑
根
来
︑
比
叡
山
︑
多
武
峰
︑
板
東
だ
︒
各
宗
派
の

大
学
で
は
︑
各
々
三
千
～
四
千
人
の
学
僧
が
勉
学
に
鎬
を
削
っ
て
い
る
︒

宗
派
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
坊
主
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
服
装
を
し
て
お
り
︑
異
な
っ
た
儀
式
を
挙
げ
る
︒
彼
ら
の
通
常
の
聖
務

は
︑
死
者
に
対
す
る
葬
儀
を
行
い
︑
日
夜
決
め
ら
れ
た
時
間
に
寺
院
に
居

て
︑
時
禱
を
唱
え
︑
別
の
勤
め
（
読
経
）
を
す
る
と
い
っ
た
も
の
だ
︒
す

な
わ
ち
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
が
行
う
よ
う
に
︑
内
陣
に
列
席
し
︑
本

を
読
み
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
だ（

49
）

︒」  

グ
ス
マ
ン
③

「
こ
の
座
主
自
ら
が
主
教
︑
副
主
教
に
あ
た
る
ト
ウ
ン
ド
を
選
択
す
る
︒

彼
等
の
権
限
は
一
般
的
な
些
細
な
事
件
を
処
理
す
る
事
で
あ
る
︒
座
主
は

有
名
主
要
な
僧
院
に
坐
る
僧
長
の
選
挙
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
僧
長

は
ト
ウ
ン
ド
を
確
認
す
る
︒
こ
の
僧
侶
た
ち
は
そ
の
宗
派
を
研
究
す
る
多

数
の
大
き
な
大
学
を
所
有
し
て
ゐ
る
︒
そ
の
著
名
な
も
の
に
高
野
︑
根
来
︑

比
叡
山
︑
多
武
峰
︑
坂
東
の
五
つ
が
あ
る
︒
こ
の
最
後
の
も
の
が
一
番
有

名
で
数
多
の
生
徒
が
修
学
し
て
ゐ
る
︒
他
の
四
つ
の
も
の
で
も
︑
各
々

三
四
千
人
余
の
制
度
が
ゐ
る
︒
日
本
に
は
宗
派
が
多
く
︑
そ
の
宗
派
の
間

に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
︑
僧
侶
自
身
の
僧
衣
︑
儀
式
も
自
ら
違

つ
て
ゐ
る
︒
彼
等
の
常
職
は
葬
式
︑
埋
葬
で
︑
そ
れ
は
巨
額
の
報
酬
が
施

与
さ
れ
る
︒
僧
院
で
は
我
が
国
で
朝
課
そ
の
他
の
時
間
に
宗
教
家
た
ち
が

諳
ん
ず
る
様
な
方
法
で
︑
経
文
を
合
唱
す
る（

50
）

︒」
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ア
マ
ー
テ
ィ
④

「
坊
主
た
ち
は
し
ば
し
ば
非
常
に
華
麗
に
説
法
を
行
う
︒
と
い
う
も
の
坊

主
が
説
教
壇
に
上
が
る
と
き
に
は
絹
を
身
に
ま
と
い
︑
片
手
に
金
の
扇
子

を
携
え
て
︑
高
価
な
テ
ー
ブ
ル
の
前
に
立
つ
か
ら
だ
︒
そ
こ
に
は
本
が
置

か
れ
て
い
る
︒
幾
多
の
宗
派
の
迷
信
深
い
祝
賀
や
︑
ま
た
あ
る
時
に
は
道

徳
的
な
教
義
を
唱
え
︑
宣
言
す
る
た
め
の
も
の
だ
︒
そ
れ
ら
は
︑
二
千
～

三
千
人
を
超
え
る
聴
衆
を
何
度
も
泣
か
せ
る
程
︑
雄
弁
で
効
果
的
だ
︒
説

教
の
目
的
は
︑「
信
仰
を
立
て
て
い
る
宗
派
を
通
し
て
の
み
︑
人
は
救
わ

れ
る
の
だ
」
と
︑
聴
衆
を
説
得
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
形
式
主
義
の
あ
ら
ゆ

る
偽
善
が
︑
こ
れ
ら
坊
主
ら
に
叩
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
う
わ

べ
だ
け
の
外
見
や
謙
虚
で
甘
美
な
話
し
方
に
目
を
奪
わ
れ
る
と
︑
坊
主
た

ち
が
偉
大
な
神
性
や
美
徳
の
備
わ
っ
た
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
る
か

ら
だ
︒
も
っ
と
も
︑
彼
ら
は
邪
悪
で
︑
罪
に
満
ち
て
い
る
の
だ
が（

51
）

︒」

グ
ス
マ
ン
④

「
彼
等
は
度
々
荘
重
な
外
貌
を
装
つ
て
説
教
す
る
︒
即
ち
説
教
僧
は
絹
の

僧
衣
を
つ
け
︑
手
に
は
金
の
扇
を
持
ち
︑
高
座
又
は
説
教
檀
の
様
な
高
い

所
に
登
つ
て
︑
贅
沢
な
天
蓋
を
吊
る
し
た
下
に
卓
を
置
き
︑
そ
の
上
に
書

物
を
の
せ
︑
少
し
読
ん
で
は
雄
弁
に
そ
れ
を
説
明
し
︑
時
々
通
常
二
千
～

三
千
人
を
越
え
る
聴
衆
を
感
泣
さ
す
︒
そ
の
説
教
の
目
的
は
聴
衆
に
彼
等

が
説
く
宗
派
の
み
が
救
済
を
保
証
す
る
事
を
説
き
︑
引
き
続
き
信
仰
す
る

様
に
と
そ
の
宗
派
を
信
認
さ
す
た
め
で
あ
る
︒
又
こ
れ
は
僧
侶
の
生
活
及

び
私
服
を
肥
や
す
収
益
の
一
つ
で
あ
る
︒
と
い
ふ
の
は
こ
の
説
教
は
度
々

行
わ
れ
︑
聴
衆
の
人
数
は
多
く
︑
各
自
が
幾
何
か
の
喜
捨
を
し
︑
説
教
の

あ
る
度
ご
と
に
集
ま
る
金
額
は
非
常
な
額
に
上
る
か
ら
で
あ
る
︒
日
本
の

僧
侶
は
宗
教
の
本
義
を
度
外
視
し
︑
形
式
に
拘
泥
し
た
偽
信
家
が
集
ま
つ

て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
︒
外
観
か
ら
見
る
と
人
の
応
待
が
鄭
重
で
あ
る

故
に
大
聖
人
︑
有
徳
者
の
様
に
思
は
れ
る
が
︑
内
面
は
罪
科
に
充
ち
た
不

正
の
生
活
を
し
て
ゐ
る（

52
）

︒」

ア
マ
ー
テ
ィ
⑤

「
こ
の
阿
弥
陀
の
宗
派
（
浄
土
宗
）
は
︑
日
本
の
中
で
は
最
大
規
模
で
あ
っ

て
︑
流
布
し
て
お
り
︑
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
何
故
な
ら
︑

優
れ
た
理
解
力
を
持
っ
た
人
間
が
︑
来
世
や
魂
不
滅
の
光
を
浴
び
︑
救
済

の
手
段
が
同
様
に
容
易
で
あ
る
こ
と
も
心
得
て
い
る
か
ら
で
︑
島
（
日
本

列
島
）
の
大
部
分
が
従
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒
阿
弥
陀
の
寺
院
で
生
活
を
し

て
い
る
坊
主
た
ち
は
︑
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
道
を
進
み
︑
こ
れ
ら
三
つ
の

言
葉
「
南
無
・
阿
弥
陀
・
仏
﹂
を
唱
え
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
以
下
の
こ
と
も
坊
主
た
ち
の
習
慣
と
な
っ
て
い
る
︒
か
な
り
の
量
の

施
し
を
集
め
た
ら
︑
偶
像
の
図
柄
が
描
か
れ
た
紙
製
の
衣
服
を
熱
心
な
信

者
に
授
け
る
の
だ
︒
そ
し
て
彼
ら
は
以
下
の
こ
と
を
約
束
す
る
︒
そ
の
衣

服
を
身
に
着
け
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と（

53
）

︒」
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グ
ス
マ
ン
⑤

「
こ
の
阿
弥
陀
の
宗
派
は
日
本
に
広
く
弘
布
さ
れ
︑
繁
盛
し
て
ゐ
る
も
の

の
一
つ
で
あ
る
︒
何
故
な
れ
ば
日
本
人
は
聡
明
な
国
民
で
あ
る
故
に
︑
来

世
︑
霊
魂
の
不
滅
に
つ
い
て
何
ら
か
の
徴
候
を
持
つ
て
ゐ
る
︒
そ
れ
故
に

罪
障
の
容
赦
︑
救
済
が
容
易
に
約
束
さ
れ
る
教
を
喜
ん
で
迎
へ
る
か
ら
で

あ
る
︒
阿
弥
陀
の
寺
院
に
住
ん
で
ゐ
る
僧
侶
は
︑
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
南

無
︑
阿
弥
︑
陀
仏
の
三
語
を
高
誦
し
て
︑
町
を
托
鉢
し
て
廻
り
︑
多
大
な

喜
捨
を
受
け
る
︒
彼
等
は
又
熱
心
な
信
者
に
紙
で
作
つ
た
偶
像
の
形
を
し

た
着
物
と
多
く
の
守
礼
を
与
へ
︑
そ
れ
を
受
け
て
ゐ
れ
ば
︑
若
し
死
ん
で

も
救
は
れ
る
と
保
証
し
て
ゐ
る
︒
そ
れ
故
に
日
本
人
は
そ
れ
に
多
額
の
金

を
支
払
ふ
︒
こ
れ
は
僧
侶
の
よ
い
所
得
︑
収
益
の
一
つ
で
あ
る（

54
）

︒」

ア
マ
ー
テ
ィ
⑥

「
法
華
宗
徒
は
︑
日
本
に
い
る
仏
教
徒
の
な
か
で
最
も
強
情
で
あ
る
︒
そ

れ
は
彼
ら
が
法
華
経
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
や
見
解
を
土
台
に
し
て

い
る
か
ら
だ
︒
コ
ー
ラ
ン
を
通
し
て
統
治
さ
れ
て
い
る
ト
ル
コ
人
や
ム
ー

ア
人
の
よ
う
に
︑
彼
ら
は
法
華
経
を
通
し
て
統
治
さ
れ
て
い
る
︒
議
論
を

す
る
こ
と
は
な
く
︑
偽
り
を
認
め
る
こ
と
が
な
い
か
ら
理
性
を
働
か
せ
る

こ
と
も
な
い
︒
坊
主
た
ち
が
大
変
な
名
声
を
得
て
い
る
の
は
︑
彼
ら
が
救

い
と
天
国
へ
の
道
筋
に
便
宜
を
与
え
︑
同
時
に
確
心
の
証
と
し
て
釈
迦
の

図
柄
が
描
か
れ
た
紙
の
衣
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る（

55
）

︒」

グ
ス
マ
ン
⑥

「
こ
の
法
華
宗
の
僧
侶
は
︑
日
本
中
最
も
頑
固
な
人
々
で
あ
る
︒
彼
ら
は

法
華
経
の
説
く
信
条
の
み
肯
定
し
て
︑
丁
度
モ
ー
ロ
人
の
マ
ホ
メ
ツ
イ
経

典
に
対
す
る
が
如
く
︑
そ
の
教
を
質
さ
ず
︑
た
だ
信
従
︑
盲
信
し
て
他
の

如
何
な
る
も
の
を
も
正
し
い
と
し
な
い
︒
こ
れ
等
の
僧
侶
も
阿
弥
陀
を
祀

る
人
々
の
様
に
深
く
畏
敬
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ
れ
は
い
づ
れ
の
も
の
に
も
極

楽
へ
の
道
が
容
易
に
開
け
︑
救
済
が
安
価
に
売
ら
れ
る
か
ら
で
︑
そ
の
保

証
と
し
て
法
華
宗
の
僧
侶
も
亦
阿
弥
陀
の
そ
の
や
う
に
︑
同
じ
価
格
で
紙

の
着
物
及
び
守
礼
を
与
へ
て
ゐ
る（

56
）

︒」

　
③
︑
④
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
︑
グ
ス
マ
ン
の
記
述
の
傍
線
部
分
を
ア

マ
ー
テ
ィ
が
「
宗
教
誌
」
に
お
い
て
改
編
・
削
除
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
よ
り

具
体
的
に
言
え
ば
︑
③
傍
線
部
で
は
︑
グ
ス
マ
ン
に
よ
る
報
酬
に
関
す
る
記
述

「
そ
れ
に
よ
り
大
金
が
支
払
わ
れ
る
」（porque se lo pagan m

uy bien.

）
が
削
除

さ
れ
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
り
仏
教
の
勤
行
に
つ
い
て
の
記
述
「
す
な
わ
ち
︑
キ

リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
が
行
う
よ
う
に
︑
内
陣
に
列
席
し
︑
本
を
読
み
あ
げ
る
と

い
う
こ
と
だ
︒」（et altri essercitij; assistere nel C

horo, e leggere ne

ʼ libri, com
e fà 

il C
lero C

hristiano.

）
に
「
改
編
・
加
筆
」
さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
︒

　
一
方
で
グ
ス
マ
ン
④
傍
線
部
で
は
︑「
又
こ
れ
は
僧
侶
の
生
活
及
び
私
服
を

肥
や
す
収
益
の
一
つ
で
あ
る
︒
と
い
ふ
の
は
こ
の
説
教
は
度
々
行
わ
れ
︑
聴
衆

の
人
数
は
多
く
︑
各
自
が
幾
何
か
の
喜
捨
を
し
︑
説
教
の
あ
る
度
ご
と
に
集
ま
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る
金
額
は
非
常
な
額
に
上
る
か
ら
で
あ
る
︒」（para enriquezerse, y passar su 

vida: porque com
o los serm

ones son m
uy ordinarios, y los oyentes m

uchos, y cada 

vno offrece algun dinero, es m
ucha la cantidad que suelen recoger cada vez.

）
と
す

る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
④
に
お
い
て
は
完
全
に

欠
落
し
て
い
る
︒
グ
ス
マ
ン
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
両
テ
キ
ス
ト
④
に
お
け
る
内
容
は
︑

上
記
欠
落
箇
所
以
外
は
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
り
意
図
的

に
「
削
除
」
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
︒

　
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
⑤
に
お
い
て
も
「
儲
け
」
や
「
収
益
」︑「
報
酬
」
と
い
っ

た
信
者
と
聖
職
者
と
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ
る
金
銭
授
受
の
具
体
的
な
記
述
は

「
削
除
・
改
編
」
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
「
吟
味
・
峻
別
」

す
る
態
度
は
一
層
強
ま
っ
て
い
く
︒
グ
ス
マ
ン
⑤
で
は
︑「
彼
等
は
又
熱
心
な

信
者
に
紙
で
作
つ
た
偶
像
の
形
を
し
た
着
物
と
多
く
の
守
礼
を
与
へ
︑
そ
れ
を

受
け
て
ゐ
れ
ば
︑
若
し
死
ん
で
も
救
は
れ
る
と
保
証
し
て
ゐ
る
︒
そ
れ
故
に
日

本
人
は
そ
れ
に
多
額
の
金
を
支
払
ふ
︒
こ
れ
は
僧
侶
の
よ
い
所
得
︑
収
益
の
一

つ
で
あ
る
︒」（y feligreses ciertos vestidos hechos de papel, con el nom

bre y figura 

deste Idolo, con otras m
uchas nom

inas assegurandoles la saluacion, si m
ueren con 

ellas. Por estos vetidos y papeles, dan los Iapones grande sum
a de dinero, y es vna de 

las buenas rentas, y grangerias que tienen los B
onzos.

）
で
あ
る
の
に
対
し
︑
ア

マ
ー
テ
ィ
⑤
で
は
「
ま
た
以
下
の
こ
と
も
坊
主
た
ち
の
習
慣
と
な
っ
て
い
る
︒

か
な
り
の
量
の
施
し
を
集
め
た
ら
︑
偶
像
の
図
柄
が
描
か
れ
た
紙
製
の
衣
服
を

熱
心
な
信
者
に
授
け
る
の
だ
︒
そ
し
て
彼
ら
は
以
下
の
こ
と
を
約
束
す
る
︒
そ

の
衣
服
を
身
に
着
け
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
︒」（E

 sogliono raccogliere 

gran lim
osna e donare alli deuoti alcuni uestiti di carta con l

ʼimagini dell

ʼIdolo 

[assigurandoli], che se portano quella figura, si saluano.

）
と
だ
け
記
さ
れ
︑
仏
の

図
柄
が
描
か
れ
た
紙
製
の
着
物
が
僧
侶
の
収
益
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
記
述
は
︑

ア
マ
ー
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
一
切
削
除
さ
れ
て
い
る
︒

　
ア
マ
ー
テ
ィ
③
︑
④
︑
⑤
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
「
吟
味
・
峻
別
」
の
意
図

を
探
る
に
は
︑
彼
の
宗
教
的
態
度
や
イ
エ
ズ
ス
会
と
の
関
係
と
い
っ
た
背
景
を

押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒

　
ア
マ
ー
テ
ィ
は
使
節
と
マ
ド
リ
ッ
ド
で
邂
逅
す
る
直
前
の
一
六
一
五
年
二
月

十
二
日
に
マ
ド
リ
ッ
ド
に
お
い
て
『
イ
タ
リ
ア
統
一
の
た
め
に
』（Pro Italico 

A
rum

orum
 M

otu （
57
）

）
と
い
う
論
文
を
書
き
上
げ
て
い
る
︒
こ
の
論
文
は
イ
タ
リ

ア
統
一
の
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
王
や
イ
タ
リ
ア
の
君
主
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
が
︑

キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
た
平
和
︑
平
等
︑
正
義
と
い
っ
た
観
点
か
ら
極
め
て

厳
格
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
次
い
で
︑
先
述
し
た
よ
う
に
「
政
治
誌
」

に
お
い
て
も
ア
マ
ー
テ
ィ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
て
政
治
理
念
を
論
じ
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
ア
マ
ー
テ
ィ
の
宗
教
に
対
す
る
厳
格
な
態
度
が

「
宗
教
誌
」
に
お
い
て
「
吟
味
・
峻
別
」︑
す
な
わ
ち
意
図
的
隠
蔽
と
し
て
表
出

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
た
︑
グ
ス
マ
ン
が
所
属
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
︑
特
に
日
本
布
教
で
の

事
例
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
そ
の
事
業
遂
行
の
た
め
に
貿
易
を
積
極
的
に
行
っ

て
い
る
︒
イ
エ
ズ
ス
会
内
部
で
は
︑
天
正
遣
欧
使
節
の
世
話
役
と
し
て
同
行
し
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た
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
メ
ス
キ
ー
タ
の
よ
う
に
修
道
会
の
行
き
過
ぎ
た
商
業
主
義

に
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
者
も
い
た
︒
グ
ス
マ
ン
に
至
っ
て
は
︑
イ
エ

ズ
ス
会
士
ら
の
書
翰
や
報
告
書
の
類
を
布
教
史
と
し
て
手
堅
く
ま
と
め
あ
げ
る

必
要
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
︑
儲
け
や
利
益
に
対
し
て
自
ら
の
主
張
を

織
り
交
ぜ
る
よ
う
な
記
述
は
︑
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
一
方
で
︑
ア

マ
ー
テ
ィ
も
ま
た
イ
エ
ズ
ス
会
ロ
ー
マ
学
院
を
通
し
て
︑「
良
心
例
学
」
等
を

用
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
方
針
に
則
っ
た
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
先
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒「
宗
教
誌
」
に
見
受
け
ら
れ
る
グ
ス
マ
ン
記
述
の
削
除
・

改
編
の
第
一
の
要
因
が
︑
仏
教
の
諸
々
の
記
述
に
認
め
ら
れ
る
生
業
と
宗
教
の

結
び
付
き
を
匂
わ
せ
る
箇
所
の
暈ぼ
か

し
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
前
述
し
て
き
た
よ
う

な
彼
の
厳
格
な
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
や
経
歴
︑
思
想
に
鑑
み
れ
ば

明
ら
か
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
儲
け
や
利
益
に
寛
容
で
あ
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の

貿
易
に
よ
る
布
教
資
金
獲
得
に
対
し
賛
否
が
わ
か
れ
て
い
た
状
況
も
加
味
す
れ

ば
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
る
グ
ス
マ
ン
記
述
の
削
除
・
改
編
に
︑
当
時
の
イ
エ
ズ

ス
会
の
状
況
が
消
極
的
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
し
て
も
︑
あ
な
が
ち
間
違

い
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
一
方
で
「
政
治
誌
」
に
は
︑
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
教
界
に

お
い
て
イ
エ
ズ
ス
会
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
を
称
揚
す

る
記
述（

58
）

が
認
め
ら
れ
る
︒
慶
長
遣
欧
使
節
を
主
導
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ル

イ
ス
・
ソ
テ
ー
ロ
の
影
響
に
よ
り
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
へ
の
賛
辞
が
挿
入
さ
れ

た
可
能
性
も
一
方
に
は
あ
る
が
︑
こ
の
記
述
か
ら
も
ア
マ
ー
テ
ィ
自
身
と
イ
エ

ズ
ス
会
と
の
微
妙
な
距
離
感
︑
な
ら
び
に
自
ら
の
信
念
に
基
づ
い
て
儲
け
や
利

益
と
い
っ
た
文
言
を
積
極
的
に
吟
味
・
峻
別
し
た
態
度
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
よ
う
︒

　
さ
ら
に
︑
こ
の
意
図
的
隠
蔽
は
グ
ス
マ
ン
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
両
テ
キ
ス
ト
⑥
に

お
い
て
︑
よ
り
具
体
性
を
増
し
て
い
く
︒
グ
ス
マ
ン
⑥
後
半
部
に
お
い
て
「
こ

れ
等
の
僧
侶
も
阿
弥
陀
を
祀
る
人
々
の
様
に
深
く
畏
敬
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ
れ
は

い
ず
れ
の
も
の
に
も
極
楽
へ
の
道
が
容
易
に
開
け
︑
救
済
が
安
価
に
売
ら
れ
る

か
ら
で
︑
そ
の
保
証
と
し
て
法
華
宗
の
僧
侶
も
亦
阿
弥
陀
の
そ
の
や
う
に
︑
同

じ
価
格
で
紙
の
着
物
及
び
守
礼
を
与
へ
て
ゐ
る
︒」（Son tenidos estos B

onzos 

entanta veneracion com
o los que adoran el Idolo de A

m
ida, porque los vnos y los 

otros hazen m
uy facil el cam

ino de su parayso, y venden barata la saluacion, y para 

asseguralla, dan estos B
onzos Foquexus, tam

bien sus vestidos de papel, y nom
inas 

por el m
ism

o precio que los de A
m

ida.

）
と
さ
れ
て
お
り
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
贖
宥
状
販
売
を
想
起
さ
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
︒
一
方
ア

マ
ー
テ
ィ
⑥
で
は
︑「
坊
主
た
ち
が
大
変
な
名
声
を
得
て
い
る
の
は
︑
彼
ら
が

救
い
と
天
国
へ
の
道
筋
に
便
宜
を
与
え
︑
同
時
に
確
心
の
証
と
し
て
釈
迦
の
図

柄
が
描
か
れ
た
紙
の
衣
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
︒」（I B

onzi son tenuti in gran 

reputatione, perche facilitano il C
am

ino della salute, e del paradiso, dando anche 

loro uestiti di carta con la figura di Iaca per certezza.

）
と
い
っ
た
よ
う
に
「
釈
迦

の
図
柄
の
描
か
れ
た
衣
」
の
価
格
や
販
売
に
つ
い
て
記
述
等
が
大
幅
に
削
除
さ

れ
︑
坊
主
た
ち
の
具
体
的
な
記
述
も
簡
便
に
ま
と
め
ら
れ
あ
げ
ら
れ
て
お
り
︑

グ
ス
マ
ン
の
記
述
に
あ
る
よ
う
な
贖
宥
状
販
売
を
連
想
さ
せ
る
文
言
は
巧
み
に
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隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
ア
マ
ー
テ
ィ
⑤
で
は
︑
浄
土
宗
に
お

け
る
守
礼
販
売
の
記
述
に
対
す
る
ア
マ
ー
テ
ィ
の
改
編
は
︑
若
干
手
を
緩
め
て

い
る
印
象
を
受
け
る
が
︑
議
論
が
進
む
に
つ
れ
て
︑
つ
ま
り
ア
マ
ー
テ
ィ
⑥
で

は
贖
宥
状
販
売
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
文
言
の
意
図
的
隠
蔽
の
傾
向
が
強
ま
っ
て

い
る
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

　
既
知
の
事
実
で
あ
る
が
︑
一
五
六
三
年
に
終
了
し
た
ト
レ
ン
ト
公
会
議
で
は
︑

聖
職
者
の
世
俗
化
防
止
︑
贖
宥
状
の
有
効
性
は
認
め
つ
つ
も
︑
そ
の
販
売
禁
止

が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
歴
史
的
事
実
を
考
慮
す
る
と
︑
こ
れ
ま
で
確

認
し
て
き
た
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
る
意
図
的
隠
蔽
は
︑
贖
宥
状
販
売
や
安
易
な
金

儲
け
に
走
る
聖
職
者
の
世
俗
化
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
の
一
種
の
表
れ
で
あ

り
︑
一
六
三
〇
年
代
に
な
っ
て
教
皇
庁
主
席
書
記
官
（Protonotario A

postolico

）

に
ま
で
上
り
詰
め
た
ア
マ
ー
テ
ィ
に
よ
る
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
主
張
と
し
て
の
ト

レ
ン
ト
公
会
議
で
の
決
定
を
遵
守
せ
ん
と
す
る
厳
格
な
態
度
の
顕
現
と
も
捉
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
以
上
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
と
グ
ス
マ
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
併
記
し
て
比
較
・
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
が
「
宗
教
に
お
け
る
利
益
」
に
対
し
︑
極

め
て
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒「
日
本
略
記
」

は
『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』
を
脱
稿
し
て
か
ら
日
を
置
か
ず
し
て
執
筆
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
︑
急
ぎ
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
本
著
作
を
献
呈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況

に
あ
っ
て
︑
内
容
の
中
核
と
し
た
「
政
治
誌
」
以
外
は
『
東
方
伝
道
史
』
か
ら

多
く
抜
粋
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
短
期
間
の
う
ち
で
あ
っ
て

も
「
儲
け
」
や
「
利
益
」︑「
報
酬
」
と
い
っ
た
特
定
の
文
言
に
「
吟
味
・
峻

別
」
を
加
え
る
こ
と
で
︑
若
干
の
揺
ら
ぎ
を
伴
い
な
が
ら
「
削
除
と
改
編
」
を

施
し
︑
典
拠
先
の
記
述
を
意
図
的
に
隠
蔽
し
た
ア
マ
ー
テ
ィ
の
記
述
に
は
︑
一

定
の
強
い
意
思
が
働
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
ア
マ
ー

テ
ィ
は
以
上
の
よ
う
な
意
図
的
隠
蔽
を
テ
キ
ス
ト
内
に
巧
緻
に
組
み
こ
む
こ
と

で
︑
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り
よ
う
か
ら
︑
生
業
と
し
て
の
利
得
の
絡
ま
な

い
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
を
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑
こ
こ
か
ら
ア
マ
ー
テ
ィ
の
日
本
観
な
ら
び
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く
結

び
付
い
た
彼
の
政
治
理
想
が
逆
説
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
︒

　

お
わ
り
に

　
本
論
文
前
半
部
に
お
い
て
︑「
日
本
略
記
」
が
上
梓
さ
れ
た
一
六
一
五
年
当

時
は
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
出
身
の
パ
ウ
ル
ス
五
世
が
教
皇
の
座
に
つ
い
て
い
た
時

期
で
あ
り
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
が
宣
教
師
報
告
を
通
し
て
海
外
情
報
を
入
手
し
や

す
か
っ
た
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
側
が
日
本
の
統
治
機
構
へ
の

理
解
を
深
め
る
た
め
に
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
に
対
し
執
筆
を
指
示
︑
つ
ま
り
情
報
の

供
給
を
促
し
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
は
「
日
本
略
記
」
を
献
呈
す
る
こ
と
で
そ
の
需
要

に
応
え
よ
う
と
し
た
知
的
需
給
関
係
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
本
論
文
後
半
部

で
は
︑
ま
ず
来
日
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
情
報
が
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
伝
わ
る
過
程
の

最
終
段
階
を
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
「
削
除
・
改
編
」
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
を
加
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え
た
︒
そ
の
う
え
で
「
吟
味
・
峻
別
」
に
は
じ
ま
り
改
編
・
削
除
を
経
て
意
図

的
隠
蔽
へ
と
至
る
過
程
が
︑
当
時
の
異
文
化
情
報
の
伝
播
︑
知
識
の
需
給
と
い

う
点
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
︒
こ
れ
は
︑
ロ
ー
マ
の

新
興
有
力
家
系
で
あ
る
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
が
得
た
日
本
情
報
が
︑
日
本
で
活
動
す

る
イ
エ
ズ
ス
会
士
か
ら
直
接
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
グ
ス
マ
ン
や
ア
マ
ー

テ
ィ
な
ど
日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
接
触
し
つ
つ
も
来
日
経
験
の
な
い
人
間
に

よ
る
編
集
を
経
て
得
ら
れ
た
間
接
的
な
情
報
で
あ
り
︑
そ
の
伝
達
の
過
程
に
お

い
て
︑
複
数
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
改
編
が
重
ね
ら
れ
︑
各
々
の
意
図

が
複
合
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
に
も
繋
が
っ
て
い
く
︒
日
本
情
報
受

容
過
程
の
最
終
段
階
に
お
い
て
︑
ア
マ
ー
テ
ィ
の
明
確
な
意
思
で
以
っ
て
「
削

除
」︑「
改
編
」
が
行
わ
れ
︑
そ
れ
が
日
本
情
報
と
し
て
最
終
受
益
者
で
あ
る
ボ

ル
ゲ
ー
ゼ
家
に
供
給
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
こ
の
意

味
に
お
い
て
は
︑
十
七
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
異
文
化
受
容
を
解
き
明
か
す
上
で
︑

重
要
な
視
点
を
提
供
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
冒
頭
で
「
仲
介
者
」
に
つ
い
て
若
干
触
れ
た
よ
う
に
︑
十
七
世
紀
ロ
ー
マ
近

郊
有
力
者
の
異
文
化
受
容
で
は
︑
宣
教
師
の
よ
う
に
直
接
的
に
異
文
化
に
触
れ

た
者
の
み
な
ら
ず
︑
グ
ス
マ
ン
の
よ
う
に
間
接
的
に
異
文
化
に
触
れ
た
者
︑
ア

マ
ー
テ
ィ
の
よ
う
に
使
節
折
衝
役
と
い
う
稀
有
な
立
場
か
ら
異
文
化
に
触
れ
た

者
な
ど
︑
数
こ
そ
少
な
い
が
多
様
な
「
仲
介
者
」
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
︒

注（
1
）  

筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
に
は
一
六
五
三
年
以
降
の
ア
マ
ー
テ
ィ
の

書
簡
は
認
め
ら
れ
な
い
︒

（
2
）  

H
istoria del regno di voxu del G

iappone: dell'antichita, nobilta, e valore del suo re Idate 

M
asm

une, delli favori, c’ha fatti alla C
hristianita, e desidero che tiene d’esser C

ristiano, e 

dell’aum
ento di nostora santa Fede in quelle parti. E dell'am

basciata che hà inviata alla S. 

ta. di N
.S. Papa Paolo V. e dellli suoi successi, con alter varie cose edificazione, e gusto 

spirituale de i lettori. D
edicata alla S.ta di N

.S. Papa Paolo V. Fatta per il D
ottor 

Scipione A
m

ati R
om

ano, Interprete, &
 H

istorico dell

ʼ Am
basciata. In R

om
a, A

ppresso 

G
iacom

o M
ascardi. M

D
C

X
V. C

on licenza de

ʼ Superiori. 

仙
台
市
博
物
館
蔵
︒

（
3
）  

石
鍋
真
澄
︑
石
鍋
真
理
子
︑
平
田
隆
一
（
共
訳
）「
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
」『
仙
台

市
史
　
特
別
編
八
　
慶
長
遣
欧
使
節
』
宮
城
県
教
科
書
供
給
所
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
八

頁
︱
九
八
頁
︒

（
4
）  

平
田
隆
一
「
ア
マ
ー
テ
ィ
著
﹃
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
﹄
の
成
立
と
展
開
」『
仙
台
市

史
　
特
別
編
八
　
慶
長
遣
欧
使
節
』︑
五
四
一
︱
五
四
六
頁
︒

（
5
）  

B
reve R

istretto delli trè Stati N
aturale, R

eligioso, e Politico del G
iapone, fatto, et 

ordinato dal D
ottor Scipione A

m
ati R

om
o interprete, e R

elatore dell'A
m

basciata del R
è 

Idate M
asam

une R
è de Voxu regnãte nel G

iapone, Fondo B
orghese Serie I, 208 -209 , 

51 r-90 r, C
onservato presso l

ʼArchivio Segreto  V
aticano.

『
日
本
の
自
然
︑
宗
教
︑
政
治
︑

そ
の
三
つ
の
状
態
に
つ
い
て
の
簡
便
な
る
記
述
　
企
画
︑
執
筆
　
日
本
に
君
臨
す
る
奥

州
国
国
王
︑
伊
達
政
宗
の
使
節
の
通
訳
兼
報
告
者
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
』︒

（
6
）  

Scipione A
m

ati C
onsiderationi di stato sopra le cose d'Italia

『
イ
タ
リ
ア
諸
事
情
の
考

察
』R

om
a, 1640 , m

anoscritto, Scipione A
m

ati, Laconism
o politico sopra il consiglio di 

coscienza, che com
batte la ragione di stato

『
沈
着
な
る
政
治
家
︱
︱
国
家
理
性
と
の
戦
い
︑

そ
の
合
議
に
つ
い
て
︱
︱
』R

om
a, L. G

rignani, 1648 .

（
7
）  

C
onte G

iam
m

aria M
azzuchelli G

li Scrittori d’Italia, B
rescia, G

iam
battista B

ossini, 

1753 . p.598 . 

ア
マ
ー
テ
ィ
が
語
学
堪
能
に
し
て
実
務
能
力
に
長
け
た
法
律
家
で
あ
っ
た



120

点
︑
慶
長
遣
欧
使
節
の
随
行
員
と
し
て
『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』
を
上
梓
し
た
点
が

記
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
ア
マ
ー
テ
ィ
の
記
述
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
人
名
辞
典

N
ouvelle biographie générale

（M
. H

oefer, Paris, M
M

. Firm
in D

idot Fréres, 1858 , 

p.802 .
）
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
現
在
も
編
纂
中
の
イ
タ
リ
ア
の
人
名
辞
典

D
izionario biografico degli Italiani

（A
lberto M

. G
hisalberti, Istituto della E

nciclopedia 

italiana, R
om

a, 1960
）
に
は
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
︒

（
8
）  

マ
ド
リ
ッ
ド
で
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
の
提
督
の
母
︑
ド
ン
ナ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
ア
・
コ
ロ

ン
ナ
の
邸
に
住
ま
い
︑
提
督
の
秘
書
官
ド
ン
・
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
マ
リ
ア
ー
ニ
と

組
ん
で
︑
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
年
代
記
に
つ
い
て
︑
そ
の
情
勢
︑
政
治
観
念
の
諸
問
題
を
印

刷
す
る
特
許
を
当
局
か
ら
得
た
︒
そ
の
後
︑
こ
の
使
節
に
通
訳
兼
報
告
者
と
し
て
貢
献

す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』「
読
者
へ
の
辞
」
の
末
尾
︒

（
9
）  

Tom
m

aso B
ozza Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650, R

om
a, E

dizioni di storia 

e letteratura, 1949 , p.193 . 

ボ
ッ
ツ
ァ
は
上
記
著
作
内
で
「
ア
マ
ー
テ
ィ
が
コ
ロ
ン
ナ
家

に
長
く
仕
え
た
」
と
だ
け
指
摘
し
て
い
る
︒

（
10
）  

Luis de G
uzm

an H
istoria de las m

isiones ue han hecho los religiosos de la C
om

pañia de 

Iesus: para predicar el sancto Evangelio en la India oriental, y en los reynos de la C
hina y 

Iapon, A
lcala,  1601 . 

新
井
ト
シ
訳
『
東
方
傳
道
史
』
天
理
時
報
社
︑
一
九
四
四
年
︒

（
11
）  

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ブ
ラ
ッ
ト
『
驚
異
と
占
有
』
荒
木
正
純
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑

一
九
九
四
年
︑
一
八
九
︱
二
三
八
頁
︒

（
12
）  

異
文
化
を
媒
介
す
る
「
仲
介
者
」
“go betw

een

”
の
存
在
を
取
り
上
げ
︑
大
航
海
時
代

当
時
に
お
け
る
異
文
化
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒

（
13
）  

C
onsiderationi civili sopra della prom

otione del D
ottor Scipione A

m
ati al V

escovato 

de V
eroli. 

ト
リ
ヴ
ィ
リ
ァ
ー
ノ
書
簡
集
（Trivigliano. C

orrispondenza

）
コ
ロ
ン
ナ
文

書
館
蔵
︒

（
14
）  

前
掲
「
評
価
書
」
三
表 

“Casus et C
onscientia

ʼ sub Patre sa

ʼctarillo in Societ. C
olleg. 

audivit.

” 『
ロ
ー
マ
学
院
の
歴
史
』
に
は
︑
サ
ン
タ
レ
ッ
ロ
は
︑
一
六
〇
四
年
か
ら

一
六
〇
七
年
に
か
け
て
良
心
例
学
の
教
授
で
あ
っ
た
と
の
記
載
が
あ
る
︒Storia del 

collegio rom
ano, V

illoslada, R
icardo. G

arcia, Pontificia U
niversità G

regoriana, R
om

a, 

1954 , p.325 . 

つ
ま
り
︑Societ. C

olleg. 

は
ロ
ー
マ
学
院
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
さ

ら
に
ア
マ
ー
テ
ィ
の
著
作
『
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
セ
ス
テ
ィ
ー
ニ
・
ダ
・
ビ
ビ
エ
ー
ナ

著
﹁
侍
従
長
﹂
へ
の
批
判
』（C

ensura al M
aestro di C

am
era di Francesco Sestini da 

B
ibiena 1634

）
に
は
︑
表
紙
下
に
“Biblioth

a: Sec: C
oll: R

om
: Soc: I: C

at o: ad scipo:

” 

と
い
う
後
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
加
筆
も
認
め
ら
れ
る
た
め
︑
彼
が
ロ
ー
マ
学
院
に
何

ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
︒

（
15
）  

前
掲
「
評
価
書
」
三
裏 

“Sensus Politicos super A
nnales C

ornel

ʼ Tacito. et H
istorias, 

nec non docum
enta status duodeci

ʼ super R
egim

ine Italia conscripsit. Sunt revisa, et 

approbata ab ecc. a ut edantur, E
a, H

ispaniaru

ʼ ad R
egia

ʼ profectus, R
egiu

ʼ Privilegiu

ʼ i

ʼ

prim
endi obtinuit.

” 

前
述
し
た
よ
う
に
︑『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』
の
「
読
者
へ
辞
」

末
尾
に
も
同
様
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
︒「
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
年
代
記
に
つ
い
て
︑
そ
の
情

勢
︑
政
治
観
念
の
諸
問
題
を
印
刷
す
る
特
許
を
当
局
か
ら
得
た
︒
そ
の
後
︑
こ
の
使
節

に
通
訳
兼
報
告
者
と
し
て
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒」
“doppò hauer im

petrato priuilegi 

da Sua M
aestà C

attolica di poter im
prim

ere alcune m
aterie di stato, &

 i sensi politici 

sopra gl

ʼAnnali di C
ornelio Tacito, che spero nel Signore sarà presto, hebbi occasione 

di seruire a questa A
m

basciata d

ʼInteprete, e R
elatore com

e l

ʼhò fatto con ogni fedeltà, 

e lontano da tutti gl

ʼ interessi da M
adrid sin

ʼ à R
om

a;

”

（
16
）  

Pro Italico A
rum

orum
 M

otu, A
d H

ispaniarum
 Regem

, A
d Sabaudia’ D

ucem
, A

d Italia’ 

Principes, Paranetica Sententia, Propositiones disputativa’, ex ed collecta’ X
X

X
V

I. Scipione 

A
m

ati V.D
. Ill

m
i. D

’ni D
on Petri C

elestris Santae C
rucis M

archiones E’ questris O
rd Sa’cti 

Jacobi B
ellici Reg’ M

aiestatis C
ath

ca. C
onsiliariy: M

agni Sicilia’ Q
uestoris: ac eiusd. Regni 

ad Sane H
ispaniaru’ Regia’ O

ratoris Ab Epistolis. 

書
簡
集
（C

odici. M
anoscritto

）
コ
ロ

ン
ナ
文
書
館
︒

（
17
）  
前
掲
「
評
価
書
」
四
表 

“Rom
a edidit H

istoria legationis et R
egni R

egis V
oxij una 

cu

ʼ oratione precu

ʼ dem
confecta, et in pub. co consistorio habenda Paulo.V

. P. M
ar. o 

dicavit. A
 sa

ʼctitate sua Portione

ʼ 75 . ducatus auri de auro accepit.

”『
伊
達
政
宗
遣
欧
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使
節
記
』
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

（
18
）  
前
掲
「
評
価
書
」
四
表 

“Libellu

ʼ de state N
aturali, R

eligioso et Politico Iaponici 

R
egni et Im

perij Ill. m
o D

. card. li B
urghesis dicavit, donavit.

” 

な
お
慶
長
遣
欧
使
節
に
関

す
る
記
述
で
は
︑
具
体
的
な
年
代
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
19
）  

前
掲
「
評
価
書
」
四
表 

“Pro expedienda legatione Paulu

ʼ. V. de secretiori legationis 

sensu, ac politico R
egis V

oxij arcano, scripto quodam
 satis erudito, et secretu

ʼ 

inform
avit, Scipione C

obellucio, et Joe

ʼ Bap

ʼta C
ostacuto tantu

ʼ conscijs.

” 

慶
長
遣
欧

使
節
は
︑
奥
州
へ
の
宣
教
師
派
遣
︑
メ
キ
シ
コ
と
の
通
商
関
係
確
立
を
目
的
に
派
遣
さ

れ
た
︒
し
か
し
日
本
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
︑
奥
州
を
治
め
る
伊
達
政
宗
が
日
本
の
一

領
主
に
す
ぎ
な
い
こ
と
等
々
︑
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
は
把
握
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
当
然
な
が
ら

ス
ペ
イ
ン
宮
廷
と
の
外
交
交
渉
は
不
調
に
終
わ
り
︑
使
節
一
行
は
そ
れ
ら
の
仲
介
を
カ

ト
リ
ッ
ク
の
権
威
で
あ
る
パ
ウ
ル
ス
五
世
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
情
報
が

使
節
に
と
っ
て
不
都
合
だ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
ア
マ
ー
テ
ィ
は
︑
使
節
を
主

導
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ル
イ
ス
・
ソ
テ
ー
ロ
︑
及
び
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
の
側
近
か
ら

以
下
の
よ
う
な
情
報
を
得
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
ら
を
パ
ウ
ル
ス
五
世
に
伝
え
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
︒『
伊
達
政
宗
遣
欧
使
節
記
』
第
二
十
六
章 

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
︒

併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒「（
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
）
枢
機
卿
は
先
遣
隊
長
で
教
皇
聖
下
の
侍
従

官
で
あ
る
い
と
も
尊
き
コ
ス
タ
グ
ー
ト
殿
と
パ
オ
ロ
・
ア
ラ
レ
オ
ー
ネ
殿
に
︑
使
節
を

接
待
す
る
準
備
を
し
︑
し
か
る
べ
き
交
誼
を
尽
く
す
よ
う
命
じ
た
︒
そ
こ
で
両
人
は
ア

ラ
チ
ェ
ー
リ
修
道
院
に
足
を
運
ん
で
︑
信
任
状
を
持
っ
て
派
遣
さ
れ
た
フ
ラ
イ
・
フ
ァ

ン
・
ソ
テ
ロ
神
父
（Padre Fra G

iovanni Sotelo Fratello

）
と
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ

博
士
と
協
議
し
︑
使
節
と
随
行
員
一
行
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
し
た
︒」 （
前
掲
書
「
伊

達
政
宗
遣
欧
使
節
記
」
七
七
頁
︑
原
文
五
五
頁
抜
粋
︒）

（
20
）
小
川
仁
「
コ
ロ
ン
ナ
家
と
天
正
・
慶
長
遣
欧
使
節
︱
︱
コ
ロ
ン
ナ
家
の
日
本
関
連
情
報

収
集
の
視
点
か
ら
︱
︱
」『
ス
ペ
イ
ン
史
研
究
二
八
号
』
所
収
︑
二
〇
一
五
年
︑
三
二
頁
︒

（
21
）  

ヴ
ァ
チ
カ
ン
文
書
館
蔵
︑Fondo B

orghese Serie I, 208 -209 , ff.51 r-56 v.

（
22
）  

Ibid., ff.57 r-57 v.

（
23
）  

Ibid., ff.68 r-90 r.

（
24
）  

A
m

ati Stato N
atvrarie, f.53 v. 

“Secondo che m
utano l

ʼetà, m
utano i uestiti; et in due 

giorni designati dell

ʼanno si uestono tutti d

ʼestate, e d

ʼinuerno.

”

（
25
）  

A
m

ati Stato N
atvrarie, f.54 v. 

“I denti negri sono i più stim
ati trà nobili. Il color 

negro trà loro è segno d

ʼallegrezza, il rosso di m
alinconia.

”

（
26
）  

A
m

ati Stato Religioso, ff.57 -58 v.

（
27
）  

A
m

ati Stato Religioso, f.64 r.

（
28
）  

A
m

ati Stato Religioso, f.69 v. 「
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
政
治
形
態
は
︑
日
本
の
市
民
・
政

治
体
制
を
支
配
す
る
内
裏
の
力
に
拠
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
長
く
続
く
時
の
中
で
︑

古
代
ギ
リ
シ
ア
人
︑
ス
パ
ル
タ
人
︑
ロ
ー
マ
人
ら
の
ど
の
君
主
国
を
も
凌
ぐ
ま
で
に
至
っ

た
︒」 

“Questa form
a di gouerno assoluto in Persona del D

aire sopra lo stato politico e 

C
iuile del G

iapone hà superato per continuata lunghezza di tem
po tutte le M

onarchie 

de greci, di lacedem
oni, e de R

om
ani;

”

（
29
）  

A
m

ati Stato Politico, f.78 r. 

「
か
な
り
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
日
本
は
周
囲
に
対
し
て
も

広
範
な
権
力
を
保
持
し
て
い
る
︒
北
の
海
に
目
を
向
け
る
と
︑
大
タ
タ
ー
ル
や
大
中
国

に
も
同
様
の
も
の
が
見
ら
れ
︑
南
に
目
を
向
け
れ
ば
シ
ャ
ム
や
ペ
グ
ー
の
帝
権
に
も
同

様
の
も
の
が
み
ら
れ
る
の
だ
︒」 

“recando non poca m
erauiglia, che tenendo il G

iapone 

all

ʼIntorno Im
perij cosi uasti com

e è quello del gran Tartaro, e del gran C
hino per il 

M
ar del N

orte, e per il Sus l

ʼImperio del Sian, e del Pegu,

”

（
30
）  

A
m

ati Stato Religioso, f.58 v.

「
内
裏
は
地
位
︑
品
格
︑
責
務
を
定
め
︑
以
上
の
よ
う

な
支
配
と
と
も
に
︑
そ
の
必
要
性
に
配
慮
し
︑
教
皇
の
よ
う
な
頭
領
と
な
り
︑
公
家
を

枢
機
卿
と
ほ
ぼ
同
等
の
偉
大
さ
示
す
も
の
と
定
め
た
︒」
“(D

aire) O
rdinò i gradi, le dignità, 

e l
ʼofficij, con il quale dom

inio rem
ediò à sua necessità e si fece presidente com

e Papa, 

et ordinò ch

ʼi Cungi rapresentassono quasi la m
edesm

a grandezza, ch

ʼi C
ardinali.

” 

（
31
）  

A
m

ati Stato Politico, f.82 v.

「
王
ら
銘
々
が
自
ら
の
国
を
保
持
し
つ
つ
︑
政
治
体
制
に

お
い
て
正
統
な
る
君
主
と
し
て
皇
帝
を
承
認
す
る
の
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
君
主
た
ち

が
幾
つ
か
の
出
来
事
の
中
で
ド
イ
ツ
の
皇
帝
を
承
認
す
る
の
が
常
態
化
し
て
い
る
の
と
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同
様
で
あ
る
︒」 

“perche retenendo ciascuno il suo R
egno, e reconoscendo l

ʼImperatore 

per legitim
o signore nel gouerno politico, com

e i Principi christiani sogliono in alcune 

cose riconoscere 

ʼ Im
peratore di G

erm
ania,

” 

神
田
千
里
『
宗
教
で
読
む
戦
国
時
代
』
講

談
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
七
︱
二
三
頁
︒

（
32
）  

Fondo B
orghese Serie IV, 3

　
手
稿
︒

（
33
）  

Fondo B
orghese Serie Ia, 10

　
手
稿
︒

（
34
）  

Fondo B
orghese Serie I, 513

　
手
稿
︒

（
35
）  

M
aria A

ntonietta V
isceglia, Papato e politica internazionale nella prim

a età m
oderna, 

V
iella, 2013 . 『

近
世
初
期
に
お
け
る
教
皇
庁
と
国
際
政
治
』

（
36
）  

コ
イ
ン
ブ
ラ
版
一
五
七
〇
年
出
版
︑
エ
ヴ
ォ
ラ
版
一
五
九
八
年
出
版
︒

（
37
）  

新
井
ト
シ
訳
『
東
方
傳
道
史
』
天
理
時
報
社
︑
一
九
四
四
年
︑
九
頁
（
新
井
ト
シ
に

よ
る
評
伝
）︒ 

（
38
）  

ア
ル
バ
レ
ス
・
タ
ラ
ド
リ
ス
︑
ホ
セ
・
ル
イ
ス
「
グ
ス
マ
ン
の
﹁
東
方
伝
道
史
﹂
に

う
つ
さ
れ
た
バ
リ
ニ
ア
ー
ノ
の
﹁
弁
駁
論
」
に
つ
い
て
」『
サ
ピ
エ
ン
チ
ア
　
英
知
大
学

論
叢 

』
二
十
四
号
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
九
一
︱
二
〇
八
頁
︒

（
39
）  

グ
ス
マ
ン
は
イ
エ
ズ
ス
会
総
会
長
の
勅
命
で
あ
る
布
教
史
『
東
方
伝
道
史
』
執
筆
の

た
め
︑『
日
本
諸
事
要
録
』
を
容
易
に
閲
覧
で
き
た
と
思
わ
れ
る
︒

（
40
）  

『
諸
事
要
録
』
や
未
刊
の
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
の
他
に
も
︑
グ
ス
マ
ン
が
書
翰
集
や
旅
行

記
等
の
刊
本
を
中
心
に
引
用
す
る
こ
と
で
『
東
方
伝
道
史
』
を
編
纂
し
︑
ア
マ
ー
テ
ィ

が
『
東
方
伝
道
史
』
か
ら
多
く
引
用
す
る
こ
と
で
「
日
本
略
記
」
を
著
し
た
と
す
る
︑

当
時
の
布
教
史
︑
報
告
書
の
類
の
執
筆
モ
デ
ル
の
一
端
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
︒

（
41
）  

L
ibro qvinto com

o se D
io principio ala predicacion del Santo E

uangelop, en los 

R
eynos de Iapon, por m

edio de los Padres de la C
om

pañia de Iesus, hasta llegar a la 

grande C
iudad de M

eaco, C
abeçade toda la M

onarchia de Iapon. 

訳
文
は
新
井
ト
シ

訳
前
掲
書
『
東
方
傳
道
史
』
よ
り
︒
引
用
に
際
し
て
︑
漢
字
は
新
字
体
に
変
え
た
︒

　
　
　
な
お
︑
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
第
五
篇
の
考
察
対
象
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　
第
一
章
　
日
本
の
土
地
︑
地
勢
及
び
分
割
に
さ
れ
て
ゐ
る
諸
国
に
つ
い
て

　
　C

apitvlo I. D
e la tierra de Iapon, y sdus calidades, y los m

uchos R
aynos en que esta 

diuidia.

　
　
第
二
章
　
日
本
人
特
有
の
風
習
に
就
い
て 

　
　C

apitvlo II. D
e algunas costum

bres particulares que tienen los Iapones.

　
　
第
三
章
　
日
本
人
の
性
質
及
び
特
有
性 

　
　C

apitvlo III. D
e aigunas otras condiciones y propriedades particulares de los Iapones.

　
　
第
四
章
　
日
本
の
世
俗
的
な
生
活
を
す
る
人
々
の
諸
型
に
就
い
て 

　
　C

apitvlo IV. D
e los diuersos estados de gente que ay en Iapon, entre los seglares.

　
　
第
五
章
　
日
本
に
多
数
ゐ
る
僧
侶
及
び
司
祭
に
就
い
て 

　
　C

apitvlo V. D
e los m

uchos B
onzos y Sacerdotes que ay en Iapon.

　
　
第
六
章
　
日
本
の
主
な
る
宗
派 

　
　C

apitvlo V
I. D

e algunas sectas principales de Iapon.

　
　
第
七
章
　
最
初
の
三
派
よ
り
分
か
れ
た
他
の
特
殊
な
宗
派
に
就
い
て 

　
　C

apitvlo V
II. D

e otras sectas particulares, salieron de las tres prim
eras.

（
42
）  

日
本
︑
琉
球
︑
マ
カ
オ
の
位
置
関
係
・
距
離
︑
他
人
の
家
を
訪
問
す
る
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
が
帽
子
を
取
る
よ
う
に
日
本
人
は
靴
を
脱
ぐ
等
︑
両
著
作
に
は
短
文
な
が
ら
も
構

文
レ
ベ
ル
で
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
︒

（
43
）  

A
m

ati Stato N
aturale, f.54 r. 

“Volendo m
agnare se pongono à sedere nel pauim

ento 

sopra di stole finissim
e di palm

a, e ciascuno tiene una tauoletta quadrata e (per 

qualsiuoglia) piatto, portano tauoletta differente non curandosi di touaglie, ne 

(seruigliotte). Sono politissim
i, perche pigliano le uiuande con due palette di legno, ò 

d

ʼ (esso) poco più longhi d

ʼun palm
o senza che le cadi una m

ollica. A
borriscono il 

latte, et il cascio, credendo, ch

ʼ il latte sia sangue m
utato in colore rosso de bianco, e 

causa in loro tanta nausea il bevirlo, com
e causarebbe il sorbire sangue crudo Il 

m
edesm

o aborrim
ento tengano nel m

agnare carne di uacca ò di castrato, com
e di forse 

carne di cavallo.

”

（
44
）  

新
井
ト
シ
︑
前
掲
書
︑
四
五
八
︱
四
五
九
頁
︒G

uzm
an,  op, cit., p.391 . 

“sientanse en 
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el suelo sobre esteras m
uy finas de palm

a, y cada vno com
e en su m

esilla pequeña y 

quadrada, y para cada plato, traen m
esa differente: no vsan m

anteles ni seruilletas, 

cuchillo ni cuchares: y con todo esso, guardan m
uy grande lim

pieza, y m
odestia, 

porque tom
an lo que hande com

er con dos varillas de m
adera, ò de M

arsil, poco m
as 

largas que vn palm
o, y tienen ya en esto tanta destreza, q

ʼ no seles cae vna m
igaja. 

A
borrecen

 gran
dem

en
te la leche, y las cosas que se hazen

 della, porque estan 

persuadidos, que la lache es la sangre de las ouejas, m
udado el color, assi les causa tanto 

horror el com
ella, com

o a nosotros el beuer sangre cruda. E
l m

ism
o asco tienen en 

com
er carne de vaca, ò  carnero, com

o le tendriam
os nosotros en com

er de vn cauallo, 

ò de orta bestia sem
ejate.

” 

リ
ン
ス
ホ
ー
テ
ン
『
東
方
案
内
記
』（『
大
航
海
時
代
叢
書

V
III

』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
二
五
〇
頁
）
に
同
様
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
︒
“they 

doe lilew
ise refuse to eate M

ilke, as w
ee doe bloud, saying that M

ilke although it is 

w
hite, yet it is varie bloud.

” 

英
訳
版T

he Voyage of John H
uyghen Van Linschoten to the 

East Indies, John W
olfe, London,1598 , p.44 .

（
45
）  

A
m

ati  Stato Religioso, f.56 r, 

“È copiosa de m
aniera, che uantaggio la greca, e la latina 

tanto nella abondanza, che tiene de uocaboli, com
e nella proprietà, et eleganza. C

on la 

lingua s

ʼimpara R
ettorica, e parlar polito, perche raggionam

ento di una cosa m
edesm

a, 

non se può accom
m

andare à diuisità di (Persone), trauandosi uocaboli per trattare con 

la nobilità, e uocaboli con la gente com
m

une; C
on i uecchi discorrono sopra un

ʼ 

(istesso) negotio differentem
ente, che con i giouani; e quando ai uecchi si attribuissero 

i uocabli, che son proprij della gioventù, causarebbe gran riso.... (T
engono) due 

A
becedarij; uno de sole lettere, l

ʼaltro di figure à m
odo della china. Sono breuissim

i nel 

scriuere perche non pongono parola

”

（
46
）  

新
井
ト
シ
︑
前
掲
書
︑
四
六
〇
︱
四
六
一
頁
︒G

uzm
an,  op, cit., pp.392 -393 . 

“Il lengua 

de los Iapones es m
uy grave y copiosa, y en m

uchas cosas haze ventaja a la G
riega y 

Latina: assi en la abundancia que tiene de vocablos para dezir vna m
ism

a cosa, com
o 

en la propriedad y elegancia dellos. D
eprendese con esta lengua, juntam

ente R
ethorica 

y buena crianza, porque no se puede hablar con todas personas, aunque sea de vna 

m
ism

a cosa, sino con m
uy differentes palabras, y assi las tienen para tratar con la gente 

noble, y para con la gente com
ũ

 y m
as ordinaria, vnos vocablos para tratar con los 

viejos, y otros para los que son de m
enos edad, y quien los trocase, ò m

udase, se reyrian 

del: y de aqui es,... T
ienen dos m

aneras de A
bece darios, vno es de solas letras, y orto 

de figuras, al m
odo de los C

hinas,: son breuissim
os en secriuir, porque no ponen letra 

ni palabra

” 

極
め
て
類
似
し
た
記
述
が
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
『
日
本
諸
事
要
録
』「
第
二
章
　

日
本
人
の
他
の
新
奇
な
風
習
」
の
末
部
に
も
認
め
ら
れ
る
（
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
著
『
日
本

諸
事
要
録
』
松
田
毅
一
他
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
三
年
︑
二
六
頁
︒A

lejandro V
alignano, 

editados por Josè Luis A
lvarez-Taldariz, Sum

ario dekas cisas de Japon (1583) A
diciones 

del Sum
ario de Japon (1593), M

onum
enta N

ipponica M
onographs N

o.9 , Sophia 

U
nivarsity, Tokyo, 1594 , p.53 .

）︒

（
47
）  

シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
テ
ィ
筆
︑
マ
ド
リ
ッ
ド
発
信
︑
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
コ
ロ
ン
ナ
一

世
宛
書
翰
が
二
通
（
一
六
一
四
年
二
月
十
三
日
付
︑
一
六
一
五
年
二
月
十
三
日
付
︑
フ
ィ

リ
ッ
ポ
・
コ
ロ
ン
ナ
一
世
宛
書
翰
集
︑
原
文
ス
ペ
イ
ン
語
）︑
コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
に
残
さ

れ
て
い
る
︒

（
48
）  

バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
ト
ゥ
ー
ル
コ
（B

artolom
eo Turco

）
筆
︑
ロ
ー
マ
発
信
︐
一
六
一
六

年
一
月
十
日
付
︑
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
コ
ロ
ン
ナ
一
世
宛
書
翰
集
︑
原
文
イ
タ
リ
ア
語
︑
コ

ロ
ン
ナ
文
書
館
蔵
︒

（
49
）  

A
m

ati Stato Religioso, op, cit., ff. 60 v-61 r. 

“Questo m
edesm

o Iaco elige i Tondi, che 

sono i secondi B
onzi com

e A
rciuescoui, e V

escoui, i quali tengono auttorità di 

dispensare nelle cose più leggieri. Il Iaco confirm
a l

ʼelettione del superiore, c

ʼ hà da 

gouernare i M
onasterij più fam

osi, e principali; lasciando alla facoltà de T
ondi 

approuare i più com
m

uni et ordinarij. Tengono questi bonzi insigni V
niuersità, doue 

studian
o le lor sette, trà quali cin

que son
o le fam

ose, C
oya, N

en
gura, Ieyzan

, 

T
aninom

inee, V
andore, concurrendo allo studio trè, e quattro m

ila studenti per 

ciascuna. C
om

e le sette sono differenti, cosi i B
onzi uestono diuersi habiti, fanno 
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diuerse cerim
onie. L

ʼofficio ordinario loro è di far l

ʼessequie à m
orti, di trouarsi alli te

ʼ

pij à sue hore determ
inate di giorno, e di notte, contar sue hore , et altri essercitij; 

assistere nel C
horo, e leggere ne

ʼ libri, com
e fà il C

lero C
hristiano.

”

（
50
）  

新
井
ト
シ
︑
前
掲
書
︑
四
六
五
頁
︒G

uzm
an,  op, cit., pp.396 ~397 . 

“Este m
ism

o 

Iaco elige los Tuondos, q

ʼ son  ortos B
onzos com

o O
bispos y A

rçobispos, los quales 

tienen  potestad de dispensar en cosas m
as liuianas y ordinarias. Tam

bian confirm
a el 

Iaco las elecciones de los superiores que han de gouernar los m
onesterios m

as fam
osos 

y principales, porque los dem
as surperiores confirm

an los Tuondos. T
ienen estos 

B
onzos m

uchas y m
uy grandes vniuer sidades, donde estudian susu sectas. L

as m
as 

insignes son cinco, y se llam
an C

oya, N
enguru, Feyzan, Taninom

ine, V
andou, y esta 

vltim
a tienen por m

as principal de todas, y donde ay m
ayor concurso de estudiantes: 

aunque en cada vna de las otras quarto, passa el num
ero dellos tres y quatro m

il. A
ssi 

com
o sectas de Iapon son m

uchas y differentes entresi, lo son tam
bien los m

esm
os 

B
onzos en el habito y cerem

onias. Su officio ordinario, es hazer las exequias y 

enterram
ientos delos  duffuntos, porque se lo pagan m

uy bien. D
entro de susu 

m
onesterios, suelen cantar a choros, leyendo por sus libros, al m

odo que los  Sacerdotes 

y R
eligiosos de por aca dizen los M

aytines, y las dem
as horas.

” 

座
主
に
つ
い
て
の
記
述

は
『
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
』
所
収
︑
一
五
六
一
年
十
月
八
日
付
ト
レ
ス
書
簡
に
類

似
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
（
松
田
毅
一
『
十
六
・
十
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集

第
III
期
第
一
巻
』
同
朋
社
︑
一
九
九
七
年
︑
三
三
八
頁
︒C

artas que os padres e irm
āos 

de C
om

panhia de Iesus, Evora, 1598 , f.74 r.

）︒
高
野
︑
根
来
︑
比
叡
山
︑
多
武
峰
︑
坂

東
等
の
教
育
機
関
の
説
明
に
つ
い
て
は
︑『
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
』
所
収
︑

一
五
四
九
年
十
一
月
五
日
付
ザ
ビ
エ
ル
書
簡
に
同
様
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る

（『
十
六
・
十
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
第
Ⅲ
期
第
一
巻
』︑
五
七
︱
五
八
頁
︒

C
artas que os padres e irm

āos de C
om

panhia de Iesus, f.14 v.

）︒

（
51
）  

A
m

ati Stato R
eligioso, op, cit., ff.61 r-61 v. 

“Predicano spesso, e con gran apparato: 

perche salendo un bonzo nel Pulpito, uà uestito di seta, e con un uentaglio d

ʼoro nella 

m
ano, tenendo auanti una ricca tauola nella quale stà posto un libro per leggere, e 

dechiarare le superstitiose cerim
onie delle sette, et alcuna uolta dottrina m

orale con 

tanta eloquenza, et efficacia che fannno spesso piangere l

ʼauditorio, ch

ʼeccede il 

num
ero di due, ò tre m

ila persone. Il fine del  serm
one è di persuadere all

ʼ(audienza), 

che solo se può un

ʼhuom
o saluare per m

ezzo di qualla setta, che professa. Perche se sia 

trasfuso in questi B
onzi tutta d

ʼHipocrisia delli farisei, perche m
irando all

ʼhabito 

esteriore, alla m
odestia, e dolcezza di parlare, paiono huom

ini di gran santità, uirtù, 

doue che sono i più uitiosi, e pieni di peccati.

” 

（
52
）  

新
井
ト
シ
︑
前
掲
書
︑
四
六
五
︱
四
六
六
頁
︒G

uzm
an,  op, cit., p.397 . 

“Predican 

tam
bien m

uy de ordinario,  y con grande aparato exterior, porque se sube el predicador 

en vn lugar alto, a m
odo de plupito, ò cathedra, vestido de seda, con vn ventalle de oro 

en la m
ano. T

iene delante puesta vna m
esa con vn rico dosel, y encim

a su libro, por el 

quel va leyendo vn poco, y despues lo declara con tantas razones y eloquencia, quea 

algunas vezes hazen llorar el auditorio, que passa de ordinario, de dos y tresm
il 

personas. E
l sin que tienen en estos ser m

ones, es persuadira a los oyentes, que en sola 

aquella secta que cada vno predica, se pueden saluar, procurando, acreditarla, para que 

la sigan; u es vna de las grangerias que  uenen estos B
onzos, para enriquezerse, y passar 

su vida: porque com
o los serm

ones son m
uy ordinarios, y los oyentes m

uchos, y cada 

vno offrece algun dinero, es m
ucha la cantidad que suelen recoger cada vez. Parece que 

se junto en estos B
onzos de Iapon, toda la hypocresia de los P

hariseos, porquye 

m
irando su com

opostura exterior, su blandura en el hablar, y tratar con todos, parecen 

hom
bres de grande sanctidad y virtud: y son los m

as  vicios, y llenos de pecados, que 

ay en aquella tierra.

” 

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
︑『
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
書
簡
集
』
所
収
︑

一
五
六
五
年
二
月
二
十
日
付
フ
ロ
イ
ス
書
簡
に
同
様
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る

（『
十
六
・
十
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
第
Ⅲ
期
第
二
巻
』︑C

artas que os padres 

e irm
āos de C

om
panhia de Iesus. f.176 v.

）︒

（
53
）  

A
m

ati Stato Religioso, op, cit., f.64 r. 

“Questa setta d

ʼ Am
ida è la più grande, D

ilatata, 
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e fauorita del G
iapone, perche com

e gente di buono intendim
ento tiene alcun lum

e 

dell
ʼaltra uita, e dell

ʼ im
m

ortalità dell

ʼanim
a, e uedendo, ch

ʼil m
ezzo della saluatione è 

cosi facile, è seguito dalla m
eglior parte dell

ʼ Isola. I B
onzi, che uiuono ne

ʼ tem
pij  

d

ʼAm
ida sogliono andar per le strade sonando un C

am
panello, e canta

ʼdo quelle trè 

parole, N
am

u, A
m

ida, B
uth. E

 sogliono raccogliere gran lim
osna e donare alli deuoti 

alcuni uestiti di carta con l
ʼimagini dell

ʼ Idolo (assigurandoli), che se portano quella 

figura, si saluano.

” 

（
54
）  

新
井
ト
シ
︑
前
掲
書
︑
四
六
八
頁
︒G

uzm
an,  op, cit., p.399 . 

“Esta secta de A
m

ida, 

es vna de las m
as estendidas y fauorecidas que ay en Iapon, porque com

o son gente de 

buenos entedim
ientos, tienen algun rastro de la orta vida, y de la inm

ortalidad del 

alm
a, y com

o les prom
eten tan barata la saluacion, y el perdon de sus pecados, huelgan 

de recebirla. Los B
onzos que viuen en los Tem

plos de A
m

ida, suelen andar porlas calles 

tañendo vna cam
panilla, y cantando  aquellas tres palabras, con lo qual recogen m

ucha 

lim
osna. Tam

bien dan a sus deuotos, y feligreses ciertos vestidos hechos de papel, con 

el nom
bre y figura deste Idolo, con otras m

uchas nom
inas assegurandoles la saluacion, 

si m
ueren con ellas.Por estos vetidos y papeles, dan los Iapones grande sum

a de dinero, 

y es vna de las buenas rentas, y grangerias que tienen los B
onzos

” 

（
55
）  

A
m

ati Stato R
eligioso, op, cit., f.65 r. 

“Foquexus sono i più ostinati, che siano nel 

G
iapone, perche solo si fondano nell

ʼopinione, e eredito, che tengano al libro foque 

per il quale si gouernano, com
e i Turchi e M

ori per l

ʼAlcorano, senza uoler, dispatare 

n
e sen

tir raggion
e per n

on
 esser con

uin
ti di falso. I B

on
zi son

 ten
uti in

 gran 

reputatione, perche facilitano il C
am

ino della salute, e del paradiso, dando anche loro 

uestiti di carta con la figura di Iaca per certezza.

” 

（
56
）  

新
井
ト
シ
︑
前
掲
書
︑
四
六
九
頁
︒G

uzm
an,  op, cit., pp.399 -400 . 

“Estos B
onzons 

Foquexus, son de los m
as obstinados q

ʼay en Iapon, porque solo se fuda en el credito y 

opinion que tienen de su libro Foque, porel  qual se rigen, com
o los M

oros por su 

A
lcoran, sin quere adm

itir razon para ninguna cosa,  porque fa clim
ente se hallan 

atajados, y conuencidos sin tener que responder. Son tenidos estos B
onzos entanta 

veneracion com
o los que adoran el Idolo de A

m
ida, porque los vnos y los otros hazen 

m
uy facil el cam

ino de su parayso, y venden barata la saluacion, y para asseguralla, dan 

estos B
onzos Foquexus, tam

bien sus vestidos de papel, y nom
inas por el m

ism
o precio 

que los de A
m

ida.

” 

（
57
）  

コ
ロ
ン
ナ
文
書
館
蔵, IIA

 56 -12 , 1617 -1775 , m
iscellanea.

（
58
）  

A
m

ati Stato Politico, f.90 r. 

“E com
e trà tutti gli ordini di R

eligioni C
hristiane, che 

son
o state e son

o le (colon
n

e) d
ella C

h
iesa p

er l

ʼem
in

en
za d

e D
ottori, ch

e  

l

ʼhannoillustrata, niuna è più  rem
ota dalle cose terrene, e beni transitoriy del m

ondo, 

che la santa religione Franciscana che com
e fertilissim

a pianta s

ʼ è dilatata per tutta la 

terra habitata; cosi à lei piu che à niun

ʼaltra concione per raggione di politica spirituale, 

e positiua sem
inare in quell

ʼIsola la santa parola de D
io, raccogliere il frutto della 

conuersione, e porlo nel grem
io della C

hiesa poiche l

ʼhabito, i costum
i, et il fine, che 

m
ostrano non solo non reca sospetto, e gelosia ai R

egnanti, m
a serue di consolatione, e 

d

ʼesse

ʼpio alla plebe. uedendo chequelli, che predicano le cose eterne sono lontani dalle 

terrene, e che con l

ʼopre authenticano la dottrina del sunto euangelio, che piaccia à 

D
io, che si dilati per tutto il m

ondo: sotto il felicissim
o Im

perio della santità di N

ʼro 

Signore Papa paolo Q
uinto.

” 「
な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
会
ら
は
︑
そ
れ
を
説

明
す
る
学
者
ら
の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
て
︑（
キ
リ
ス
ト
教
）
教
会
の
柱
と

な
っ
て
い
る
の
だ
︒
そ
し
て
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
以
上
に
︑
世
事
か
ら
も
移
ろ
い

易
い
世
の
善
か
ら
も
隔
た
っ
て
い
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
︒
極
め
て
豊
か
な
樹
木

が
地
上
の
住
民
た
ち
へ
も
葉
を
広
げ
る
の
と
同
様
に
︑
雄
弁
さ
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
の
右
に
出
る
も
の
は
な
く
︑
霊
的
で
積
極
的
な
政
治
の
理
を
通
し
て
︑
こ
の
島

に
お
い
て
神
（D

io

）
の
聖
な
る
御
言
葉
を
広
め
︑
改
宗
と
い
う
名
の
成
果
を
も
の
に
し
︑

そ
れ
を
教
会
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
む
の
だ
︒
そ
の
結
果
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ら
が

示
す
性
質
︑
習
慣
︑
目
的
は
︑
疑
念
と
妬
み
と
い
う
も
の
を
継
承
す
る
こ
と
は
な
く
︑

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
︑
慰
め
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
大
衆
に
対
す
る
慰
め
だ
︒
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そ
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
解
る
︒
こ
れ
ら
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
が
永
遠
な
る
も

の
を
唱
導
し
︑
俗
世
と
は
距
離
を
置
き
︑
そ
の
御
業
で
も
っ
て
福
音
の
概
略
で
あ
る
カ

ト
リ
ッ
ク
要
理
を
認
証
す
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
は
神
（D

io

）
が
好

ま
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
我
が
主
︑
教
皇
パ
ウ
ル
ス
五
世
の
い
と
も
幸
多
き
聖
な
る
御
威

光
の
下
︑
世
の
隅
々
に
ま
で
広
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒」
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は
じ
め
に

　
本
稿
は
︑
十
九
世
紀
前
半
の
大
名
家
の
身
分
構
造
を
比
較
研
究
す
る
一
環
と

し
て
︑
譜
代
大
名
の
彦
根
井
伊
家
を
取
り
上
げ
る
︒
大
名
家
臣
団
は
所
属
の
組

や
給
禄
の
多
寡
な
ど
に
よ
っ
て
様
々
な
階
層
に
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
序
列

は
藩
政
機
構
に
お
け
る
役
職
の
任
命
や
出
陣
す
る
時
の
軍
団
編
成
に
深
く
関
わ

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
大
名
家
の
身
分
構
造
の
解
明
は
︑
近
世
社
会
の
支
配
階
級

で
あ
る
武
士
の
実
態
を
探
る
の
み
な
ら
ず
︑
当
時
の
政
治
体
制
を
理
解
す
る
基

盤
と
な
る
︒
ま
た
︑
武
士
身
分
内
部
の
格
差
は
対
立
を
も
た
ら
し
︑
こ
れ
が
明

治
維
新
や
そ
れ
に
伴
う
武
士
身
分
の
解
体
の
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き

て
お
り（

1
）

︑
本
研
究
は
こ
う
し
た
近
世
か
ら
近
代
へ
の
社
会
的
変
革
を
考
え
る
手

が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
︒

　
大
名
家
臣
団
に
つ
い
て
は
︑
近
世
初
期
︑
藩
政
機
構
が
形
成
・
確
立
さ
れ
る

過
程
に
関
す
る
藩
政
史
研
究
に
お
い
て
多
く
の
蓄
積
が
あ
る（

2
）

︒
し
か
し
︑
そ
れ

ら
の
多
く
は
大
名
家
の
成
立
期
に
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
取
り
上
げ
る
事
例
に
旧

族
大
名
・
織
豊
取
立
大
名
が
多
く
︑
家
臣
団
に
お
け
る
特
定
の
階
層
に
の
み
注

目
す
る
こ
と
が
多
い
な
ど
と
い
う
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒
右
の
よ
う
な
研

究
状
況
に
対
し
て
︑
磯
田
道
史
は
武
士
身
分
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
︑

大
名
家
の
地
域
的
・
階
層
的
な
比
較
分
析
を
行
う
必
要
を
提
起
し
て
い
る（

4
）

︒
筆

者
は
︑
そ
の
問
題
提
起
を
念
頭
に
︑
江
戸
城
内
の
大
廊
下
・
溜
間
・
大
広
間
に

席
を
与
え
ら
れ
た
大
大
名
に
つ
い
て
比
較
分
析
す
る
研
究
計
画
を
立
て
た
︒
分

析
の
時
期
と
し
て
は
︑
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
を
機
に
各
地

で
始
ま
っ
た
人
材
登
用
や
軍
制
改
革
の
以
前
に
限
定
し（

5
）

︑
対
象
の
大
名
家
は
︑

成
立
時
期
︑
領
地
の
拡
大
・
縮
小
︑
お
よ
び
地
方
知
行
の
存
続
状
況
な
ど
の
点

に
留
意
し
て
選
び
出
す
こ
と
と
す
る
︒
こ
れ
ま
で
旧
族
大
名
の
萩
毛
利
家
と
徳

十
九
世
紀
前
半
彦
根
井
伊
家
の
身
分
構
造

梁
　
媛
淋
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川
将
軍
家
の
分
家
で
あ
る
尾
張
徳
川
家
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た（

6
）

が
︑
本
稿
は

譜
代
の
大
大
名
の
一
例
と
し
て
彦
根
井
伊
家
を
分
析
す
る
︒

　
井
伊
家
は
徳
川
譜
代
大
名
の
中
の
名
家
で
あ
り
︑
江
戸
城
内
で
は
溜
間
に
席

が
与
え
ら
れ
︑
し
ば
し
ば
大
老
を
務
め
た
︒
初
代
井
伊
直
政
は
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
に
上
野
国
箕
輪
十
二
万
石
に
封
ぜ
ら
れ
︑
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

の
関
个
原
の
戦
後
︑
佐
和
山
城
に
転
封
さ
れ
︑
上
野
国
三
万
石
︑
近
江
十
五
万

石
を
領
有
し
た
︒
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）︑
直
政
の
長
男
直
継
が
上
野
国

三
万
石
を
領
有
し
て
別
家
と
し
︑
家
督
は
次
男
直
孝
が
継
承
し
た
︒
直
孝
は
慶

長
二
十
年
︑
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）︑
お
よ
び
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に

五
万
石
ず
つ
加
増
さ
れ
︑
近
江
国
に
二
十
八
万
石
︑
下
野
国
・
武
蔵
野
国
に

二
万
石
︑
計
三
十
万
石
を
領
有
し
た
︒
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）︑
井
伊
直
弼

の
大
老
在
任
中
の
施
策
が
咎
め
ら
れ
︑
十
万
石
の
減
封
を
命
じ
ら
れ
た（

7
）

︒
譜
代

大
名
と
し
て
は
︑
格
別
に
大
き
い
領
地
が
与
え
ら
れ
た
う
え
に
︑
領
地
の
変
動

が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
︒

　
近
世
後
期
の
井
伊
家
家
臣
団
に
つ
い
て
︑『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻（

8
）

は
文

政
末
年
の
分
限
帳
に
基
づ
い
て
︑
家
臣
団
の
規
模
や
職
制
を
紹
介
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
在
国
の
知
行
取
家
臣
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
た
め
︑
定
府
の
知
行
取

家
臣
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
︑
蔵
米
取
家
臣
に
つ
い
て
の
分
析
が
十
分
と
は
言
え

な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
︒
一
方
︑
近
世
後
期
︑
海
防
な
ど
に
伴
う
再

軍
備
に
つ
い
て
は
︑
岸
本
覚
と
母
利
美
和
の
研
究（

9
）

が
あ
る
︒
岸
本
覚
に
よ
れ
ば
︑

井
伊
家
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
相
州
警
衛
を
担
当
す
る
に
際
し
︑
小
手

分
備
と
い
う
新
た
な
軍
事
編
成
を
実
行
し
︑
西
洋
の
砲
術
を
取
り
入
れ
た
︒
母

利
美
和
は
︑
こ
う
し
た
改
革
が
行
わ
れ
る
以
前
︑
井
伊
家
が
寛
政
・
文
化
期

（
一
七
八
九
～
一
八
一
七
年
）
に
従
来
の
五
備
六
隊
を
基
本
と
し
な
が
ら
軍
事
組

織
の
再
編
成
を
試
み
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
︑

幕
末
期
の
井
伊
家
の
軍
団
編
成
は
か
な
り
解
明
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
軍
団

を
含
む
家
臣
団
全
体
の
構
造
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
︒

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
︑
本
稿
で
は
︑
文
政
十
一
～
十
三
年

（
一
八
二
八
～
一
八
三
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
分
限
帳
を
主
な
素
材
と
し
て
︑
三
節

に
わ
け
て
井
伊
家
臣
団
の
身
分
構
造
を
解
明
し
た
い
︒
第
一
節
で
は
︑
分
限
帳

に
お
け
る
家
格
の
記
載
に
基
づ
き
︑
家
臣
の
基
本
的
な
所
属
階
層
を
提
示
す
る
︒

こ
の
際
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
階
層
に
お
け
る
家
臣
の
出
自
や
家
督
状
況
︑
御
目

見
や
騎
馬
の
資
格
・
相
続
の
異
同
に
着
目
す
る
︒
第
二
節
で
は
︑
分
限
帳
に
見

え
る
給
禄
の
記
載
に
基
づ
き
︑
家
臣
団
全
体
の
石
高
分
布
を
明
ら
か
に
す
る
︒

石
高
分
布
の
特
徴
に
つ
い
て
は
︑
彦
根
井
伊
家
で
実
施
さ
れ
た
給
禄
政
策
か
ら

解
明
す
る
︒
第
三
節
で
は
︑
文
政
末
年
に
お
け
る
家
臣
の
役
職
就
任
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒「
役
附
帳
」・「
士
組
附
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
役
職
の
就
任
状
況
を

分
限
帳
の
記
載
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
家
格
・
給
禄
と
役
職
就

任
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
︒
こ
う
し
た
分
析
を
通
し
て
︑
彦
根
井
伊
家
の
事

例
か
ら
観
察
さ
れ
た
事
実
の
う
ち
︑
い
ず
れ
を
他
の
大
大
名
に
あ
て
は
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
︑
末
尾
で
若
干
の
展
望
を
示
し
た
い
︒
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一
　
井
伊
家
の
階
層
構
成

（
一
）
史
料
の
概
略

　
本
稿
で
扱
う
史
料
は
︑
彦
根
城
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
分
限
帳
で
あ
る
︒

「
分
限
帳
」（
調
査
番
号
八
六
一
）︑「
伊
賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行
分
限
帳
」（
同

八
六
六
）︑
お
よ
び
「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」（
同
八
六
七
）
が
現
存
す
る
︒

こ
の
三
つ
の
史
料
は
︑
御
歩
行
以
上
の
家
臣
の
家
名
・
給
禄
・
年
齢
・
所
属
組

な
ど
を
記
し
て
い
る
︒
記
載
さ
れ
た
人
名
を
後
述
す
る
由
緒
帳
に
照
合
し
て
み

た
結
果
︑
こ
れ
ら
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
四
月
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
︑
張
り
紙
や
追
記
で
訂
正
を
加
え
て
い
る
の
は
︑
文
政
十
三
年

（
一
八
三
〇
）
十
二
月
中
旬
ま
で
の
家
臣
の
代
替
り
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
と
推
定
で
き
る
︒
分
限
帳
の
記
載
に
基
づ
い
て
︑
ま
ず
家
臣
の
所
属
階
層
を

明
ら
か
に
し
︑
次
に
給
禄
の
記
載
を
も
と
に
統
計
分
析
を
行
い
︑
家
臣
の
石
高

分
布
を
明
ら
か
に
す
る
︒

　
一
方
︑
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
以
前
の
井
伊
家
家
臣
の
由
緒
・
任
職
の
昇

進
・
賞
罰
な
ど
の
履
歴
を
記
す
史
料
が
現
存
す
る
︒
井
伊
家
は
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
か
ら
数
年
置
き
に
家
臣
に
由
緒
書
を
提
出
さ
せ
た
︒
家
臣
の
由

緒
書
は
御
目
付
役
に
よ
っ
て
整
理
・
保
管
さ
れ
て
い
た（

10
）

︒
彦
根
城
博
物
館
蔵

「
侍
中
由
緒
帳（

11
）

」（
調
査
番
号
六
二
八
～
六
九
三
︑
以
下
で
は
「
由
緒
帳
」
と
呼
ぶ
）

は
第
一
号
か
ら
第
七
十
号
ま
で
あ
る
が
︑
第
二
十
四
号
は
欠
本
で
あ
る
︒
表
紙

は
「
侍
中
由
緒
帳
」︑「
医
者
由
緒
帳
」︑「
彦
根
御
歩
行
由
緒
帳
」︑「
江
戸
御
歩

行
由
緒
帳
」︑「
伊
賀
歩
行
由
緒
帳
」︑「
七
十
人
組
歩
行
由
緒
帳
」
お
よ
び
「
能

役
者
由
緒
帳
」
の
七
種
類
が
あ
る
︒
他
に
表
紙
が
な
い
も
の
が
一
冊
（
内
容
は

江
戸
御
歩
行
の
記
録
）︑
内
容
が
重
複
し
た
も
の
が
二
冊
あ
る
︒

　
犯
罪
な
ど
に
よ
っ
て
絶
家
と
な
っ
た
家
臣
の
奉
公
履
歴
は
︑「
彦
根
江
戸
侍

中
跡
絶
帳
」（
調
査
番
号
六
九
三
～
七
〇
三
︑
以
下
「
跡
絶
帳（

12
）

」）
と
し
て
現
存
す

る
︒
全
八
冊
で
あ
る
が
︑
重
複
し
た
三
冊
を
含
め
て
十
一
冊
が
あ
る
︒
欠
落
し

た
部
分
も
あ
る
が
︑
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
た
家
臣
の
う
ち
︑
九
割
以
上
は
「
由

緒
帳
」・「
跡
絶
帳
」
で
身
元
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
階
層
分
析
を
補

完
す
る
た
め
に
使
用
す
る
︒

（
二
）
分
限
帳
の
階
層
記
載

　「
分
限
帳
」︑「
伊
賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行
分
限
帳
」
お
よ
び
「
定
府
分
限

幷
子
共
年
付
帳
」
に
記
さ
れ
た
家
臣
は
︑
張
り
紙
で
抹
消
さ
れ
た
者
を
除
く
と（

13
）

︑

表
1
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
表
1
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
①
「
分
限
帳
」
に
は
知
行
取
以
下
御
歩

行
格
ま
で
︑
計
八
七
二
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
給
禄
が
記
さ
れ
て

い
な
い
の
は
︑
隠
居
︑
若
殿
様
御
小
姓
当
分
御
雇
︑
御
中
小
姓
格
幷
並
・
筑
後

様
御
近
習
の
一
部
お
よ
び
御
歩
行
格
︑
計
九
十
八
人
で
あ
る
︒
隠
居
は
知
行
取

家
臣
で
隠
居
し
た
者
で
あ
る
︒
②
「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
は
知
行
取
以

下
御
歩
行
以
上
の
家
臣
お
よ
び
家
臣
の
家
族
︑
計
一
八
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
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こ
の
う
ち
︑
給
禄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
御
小
姓
衆
の
一
部
︑
隠
居
︑
御

知
行
取
子
共
年
附
惣
領
之
分
年
附
︑
養
子
惣
領
之
分
年
附
︑
末
子
之
分
年
附
︑

弟
之
分
年
附
︑
お
よ
び
御
切
米
取
子
共
年
附
︑
計
四
十
九
人
で
あ
る
︒
③
「
伊

賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行
分
限
帳
」
は
伊
賀
御
歩
行
二
十
人
︑
七
十
人
御
歩
行

二
組
で
六
十
四
人
︑
計

八
十
四
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
以
下
で
は
︑
地
位
の
高
い

順
に
基
づ
い
て
各
階
層
の
内

訳
を
見
て
み
よ
う
︒「
分
限

帳
」
と
「
定
府
分
限
幷
子
共

年
付
帳
」
の
冒
頭
に
は
︑
知

行
取
家
臣
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

在
国
は
四
八
七
人
︑
定
府
は

五
十
八
人
︑
計
五
四
五
人
で

あ
る
︒
た
だ
し
︑
当
時
︑
先

代
が
隠
居
・
病
死
の
た
め
に

抹
消
さ
れ
︑
息
子
が
ま
だ
家

督
を
相
続
し
て
い
な
い
者
は

三
人
い
た
が
︑
彼
ら
は
表
1

の
知
行
取
人
数
に
反
映
さ
れ

て
い
な
い
︒

　
知
行
取
家
臣
は
石
高
の
高
い
順
か
ら
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
給
禄
は
最
低

五
十
石
で
︑
最
高
一
万
石
で
あ
っ
た
︒
在
国
の
知
行
取
家
臣
の
中
で
︑
二
十
七

人
は
「
帰
参
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に

一
度
井
伊
家
か
ら
追
放
さ
れ
︑
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
再
出
仕
し
た
家
で

表 1　井伊家家臣の所属階層

階層記載 在国（人） 定府（人）
伊賀・七十人

歩行（人）

※知行取 487 58 0

荒地取郷士 4 0 0

御扶持方取衆 29 8 0

隠居 *80 *5 0

御小姓衆 22 4(*2) 0

若殿様御小姓当分御雇 *4 0 0

御中小姓衆 15 0 0

御中小姓格幷並 5 0 0

御扶持切米取医者衆 9 1 0

御騎馬徒衆 128 33 0

御切米跡御扶持方取衆 11 0 0

筑後様御近習 13(*10) 0 0

御歩行衆 61 32 0

御歩行格 *4 0 0

御知行取子共年附惣領之分年附 0 *15 0

養子惣領之分年附 0 *2 0

末子之分年附 0 *7 0

弟之分年附 0 *10 0

御切米取子共年附 0 *8 0

伊賀御歩行衆 0 0 20

七十人御歩行衆　脇伊織組 0 0 33

七十人御歩行衆　戸塚佐太夫組 0 0 31

総人数 872 183 84

註
（1）  在国家臣は「分限帳」、定府家臣は「定府分限幷子共年付帳」、伊賀御歩行・七十人御

歩行は「伊賀御歩行七十人御歩行分限帳」による。
（2）  ※印がついた者は、史料上、家格の記載がなく、知行の高い順で記されている家臣で

ある。
（3）  「御切米取子共年付」までの階層順は史料の順番に従うことを原則とする。ただし、

定府の「隠居」は「御歩行衆」の後、「御知行取子共年附惣領之分年附」の前に記さ
れているが、便宜上、分限帳と同じ順番で並べる。

（4）  * 印がついた者は石高が記されていない。a(*b) は a 人のうち b 人は石高記録がないこ
とを示す。ただし、在国隠居のうち一人は御扶持方取衆に、御中小姓格幷並のうち二
人は御中小姓衆に名前が二重に記されているが、こうした重複記載は表 1 に反映され
ていない。
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あ
る（

14
）

︒「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
知
行
取
に
は
医
者
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
医
者

を
除
き
︑
す
べ
て
騎
馬
の
資
格
を
持
ち
︑
持
ち
馬
を
飼
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た（

15
）

︒
な
お
︑
知
行
取
家
臣
の
役
方
・
番
方
の
編
成
は
別
の
史
料
に
記
さ

れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
三
節
に
お
い
て
述
べ
る
︒

　
次
の
荒
地
取
郷
士
は
四
人
お
り
︑
い
ず
れ
も
百
石
取
で
あ
る
︒『
彦
根
市
史
』

で
は
「
荒
地
の
開
墾
な
ど
に
従
事
し
た
士
分
の
者
」
と
し
︑
寛
永
十
一
年

（
一
六
三
四
）
に
郷
士
を
取
り
立
て
た
例
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

16
）

︒
し
か
し
︑

「
分
限
帳
」
に
記
さ
れ
た
四
人
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
か
ら
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
ま
で
の
間
に
拝
知
し
た
の
で
︑
郷
士
は
一
代
限
り
の
も
の
と
思

わ
れ
る
︒
彼
ら
は
役
職
に
つ
い
て
お
ら
ず
︑
由
緒
帳
に
も
名
前
が
見
当
ら
な
い

た
め
︑
実
態
が
不
明
で
あ
る
︒

　
御
扶
持
方
取
衆
は
︑
在
国
二
十
九
人
︑
定
府
八
人
︑
計
三
十
七
人
い
た
︒
彼

ら
は
先
代
が
夭
死
し
た
こ
と
や
幼
年
家
督
に
よ
っ
て
知
行
を
取
り
上
げ
ら
れ
︑

扶
持
取
に
さ
れ
た
︒「
分
限
帳
」
に
は
当
時
の
給
禄
と
共
に
本
知
（
親
の
給
禄
）

が
注
記
さ
れ
て
い
る
︒「
由
緒
帳
」
で
追
っ
て
い
く
と
︑
彼
ら
は
後
年
に
新
知

を
与
え
ら
れ
た
が
︑
本
知
よ
り
十
～
二
十
石
の
減
知
と
な
っ
た
︒

　
御
小
姓
衆
は
︑
在
国
二
十
二
人
︑
定
府
四
人
︑
計
二
十
六
人
い
た
︒
御
小
姓

は
通
常
︑
二
五
〇
石
以
上
の
家
臣（

17
）

の
嫡
子
が
務
め
︑
家
督
を
相
続
す
る
と
と
も

に
「
御
近
習
御
免
」
を
命
じ
ら
れ
た
が
︑
千
石
以
上
家
臣
の
次
三
男
が
「
一
代

切
」
で
召
し
出
さ
れ
た
例
も
あ
る（

18
）

︒
次
の
若
殿
様
御
小
姓
当
分
御
雇
は
在
国
の

四
人
の
み
で
︑
五
百
石
以
下
の
家
臣
の
次
三
男
が
勤
め
て
い
た
が
︑
彼
ら
は
一

代
切
と
は
記
さ
れ
ず
︑
給
禄
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
次
に
御
中
小
姓
衆
十
五
人
︑
同
格
・
並
の
者
五
人
︑
計
二
十
人
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
御
中
小
姓
は
『
彦
根
市
史
』
で
は
三
百
石
以
上
家
臣
の
嗣
子
が
勤
め
た

と
さ
れ
て
い
る（

19
）

︒
し
か
し
︑「
由
緒
帳
」
で
調
べ
た
結
果
︑
当
時
御
中
小
姓
衆

に
列
し
た
者
は
ほ
と
ん
ど
当
主
で
あ
る
︒
父
祖
の
代
か
ら
御
中
小
姓
に
列
し
た

者
が
多
い
が
︑
絶
家
と
な
っ
た
知
行
取
の
家
を
復
興
し
て
降
格
と
な
っ
た
者
が

一
人
︑
御
歩
行
か
ら
昇
格
し
た
者
が
二
人
︑
お
よ
び
知
行
取
家
臣
の
嫡
子
一
人

が
い
た（

20
）

︒
ま
た
︑
こ
の
中
で
︑
御
祐
筆
役
・
御
鷹
役
・
御
医
者
・
御
馬
医
な
ど

を
勤
め
る
者
が
い
た
︒
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
︑
御
中
小
姓
は
御
小
姓
衆
の

よ
う
に
近
習
の
役
回
り
を
担
当
す
る
者
で
は
な
く
︑
知
行
取
と
御
騎
馬
徒
の
中

間
的
な
地
位
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
御
扶
持
切
米
取
医
者
衆
は
︑
在
国
九
人
︑
定
府
一
人
︑
計
十
人
い
た
︒
そ
の

う
ち
︑
知
行
取
で
減
知
さ
れ
た
者
が
一
人
︑
知
行
取
医
者
の
嫡
子
二
人
も
こ
れ

に
含
ま
れ
て
い
る
︒

　
次
は
御
騎
馬
徒
衆
で
あ
る
︒
在
国
一
二
八
人
︑
定
府
三
十
三
人
︑
計
一
六
一

人
い
た
︒「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
御
騎
馬
徒
は
御
歩
行
と
同
様
︑
井
伊
家
当

主
の
京
都
上
使
・
日
光
山
代
参
・
参
勤
交
代
な
ど
に
御
供
す
る
の
が
主
な
役
目

で
あ
っ
た
︒
従
来
︑
御
騎
馬
徒
は
知
行
取
家
臣
の
子
息
が
家
督
相
続
前
に
務
め

る
も
の
と
さ
れ
て
き
た（

21
）

︒
し
か
し
︑「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
御
騎
馬
徒
衆
の

身
元
は
︑
①
御
騎
馬
徒
の
家
を
家
督
相
続
し
た
者
︑
お
よ
び
②
二
五
〇
石
以
下

知
行
取
家
臣
・
御
中
小
姓
・
御
騎
馬
徒
の
子
息
で
家
督
前
に
登
用
さ
れ
た
者
に
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区
別
で
き
る
︒
身
元
の
確
認
が
で
き
な
い
十
人
を
除
き
︑
①
は
「
分
限
帳
」
に

六
十
八
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に
八
人
︑
計
七
十
六
人
︑
②
は

「
分
限
帳
」
に
五
十
四
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に
二
十
一
人
︑
計

七
十
五
人
い
た（

22
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
御
騎
馬
徒
衆
の
中
で
︑
当
主
と
子
息
召
出
の

比
率
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
︒

　
御
切
米
跡
御
扶
持
方
取
衆
は
︑
御
中
小
姓
や
御
騎
馬
徒
の
格
式
を
持
つ
者
が

何
か
の
原
因
に
よ
っ
て
減
知
さ
れ
た
者
で
︑
計
十
一
人
い
た
︒「
分
限
帳
」
に

は
︑「
御
中
小
姓
跡
」「
御
騎
馬
徒
跡
」
と
と
も
に
「
本
拾
人
扶
持
」
の
よ
う
に

父
の
給
禄
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
筑
後
様
御
近
習
の
項
に
は
十
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒「
筑
後
様
」
は
井
伊

家
十
一
代
目
当
主
直
中
の
六
男
中
顕
で
あ
る（

23
）

︒
冒
頭
の
三
人
は
知
行
取
家
臣
の

次
三
男
で
分
家
を
取
り
立
て
ら
れ
た
者
で
あ
り
︑
後
年
に
御
騎
馬
徒
衆
に
列
し

た（
24
）

︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
次
に
記
さ
れ
た
給
禄
不
明
の
十
人
は
筑
後
様
御
近
習
で

は
な
い
︒「
由
緒
帳
」
で
確
認
で
き
た
の
は
九
人
で
あ
る
が
︑
彼
ら
は
五
百
石

以
下
の
家
臣
の
次
三
男
で
あ
り
︑
鉄
三
郎
な
ど
井
伊
家
の
庶
子
附
の
伽
頭
に
雇

わ
れ
て
い
た
︒

　
御
歩
行
衆
は
在
国
六
十
一
人
︑
定
府
三
十
二
人
︑
計
九
十
三
人
い
た
︒
在
国

御
歩
行
の
う
ち
十
二
人
︑
定
府
御
歩
行
の
う
ち
五
人
は
御
騎
馬
徒
や
御
歩
行
の

息
子
か
ら
召
し
出
さ
れ
た
︒
御
歩
行
は
︑「
由
緒
帳
」
に
お
い
て
代
替
り
の
時

に
父
の
「
跡
式
」
を
継
い
だ
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
ず
︑
代
々
新
規
召
出
の
形

式
を
と
り
︑
所
属
組
の
規
定
さ
れ
た
給
禄
を
与
え
ら
れ
た
︒
事
実
上
︑
特
定
の

家
が
世
襲
で
御
歩
行
を
務
め
た
が
︑
彼
ら
は
給
禄
の
継
承
が
許
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
点
に
お
い
て
︑
御
騎
馬
徒
以
上
と
決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
︒
こ
の
点

は
伊
賀
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
に
も
共
通
す
る
︒

　
伊
賀
御
歩
行
衆
は
二
十
人
い
た
︒
そ
の
先
祖
は
伊
州
阿
拝
郡
の
郷
士
で
あ
り
︑

「
忍
術
・
火
術
熟
得
」
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
御
家
老
筆
頭
の
木
俣
家
に
よ
っ
て

代
々
支
配
さ
れ
て
お
り
︑
元
来
足
軽
以
下
の
身
分
で
あ
っ
た
が
︑
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
に
伊
賀
御
歩
行
に
取
り
立
て
ら
れ
た（

25
）

︒

　
七
十
人
御
歩
行
衆
は
二
組
あ
り
︑
旗
奉
行
の
脇
伊
織
と
戸
塚
佐
太
夫
が
そ
れ

ぞ
れ
支
配
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
元
来
︑
旗
奉
行
配
下
の
「
七
十
人
衆
」
で
あ
っ

た
が
︑
安
永
二
年
に
御
歩
行
に
取
り
立
て
ら
れ
た
︒
組
員
は
ほ
と
ん
ど
当
主
で

あ
る
が
︑
例
外
と
し
て
︑
御
騎
馬
徒
伴
只
七
の
息
子
材
太
郎
が
召
し
出
さ
れ
た

例
も
あ
る
︒
只
七
が
儒
者
に
登
用
さ
れ
︑
一
代
限
で
御
騎
馬
徒
衆
に
昇
格
し
た

た
め
︑
そ
の
代
わ
り
と
し
て
材
太
郎
が
七
十
人
御
歩
行
に
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る（

26
）︒

　
以
上
︑
三
つ
の
分
限
帳
に
記
載
さ
れ
た
階
層
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
︒「
由

緒
帳
」
の
表
紙
に
よ
れ
ば
︑
医
者
を
除
き
︑
知
行
取
以
下
御
騎
馬
徒
以
上
の
階

層
は
「
侍
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
︑
三
御
歩
行
と
区
別
さ
れ
た
︒
侍
と
三
御
歩
行

は
︑
前
述
の
よ
う
に
相
続
に
お
け
る
違
い
が
あ
る
が
︑
儀
礼
の
面
に
お
い
て
も

次
の
よ
う
な
相
違
点
が
見
ら
れ
る（

27
）

︒
侍
は
御
座
の
間
で
役
職
を
拝
命
し
︑
式
日

に
登
城
し
て
井
伊
家
当
主
に
御
目
見
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
︒
元
日
に
は
当

主
︑
正
月
二
日
に
は
嫡
子
が
階
層
に
よ
っ
て
一
人
・
二
人
あ
る
い
は
三
人
ず
つ

で
御
目
見
し
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
三
御
歩
行
は
御
座
の
間
で
拝
命
す
る
こ
と
が
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許
さ
れ
ず
︑
式
日
に
は
全
員
で
並
ん
で
御
目
見
し
た
︒

　
井
伊
家
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
侍
の
夭
死
・
幼
年
家
督
に
対
し
て
減
知
を
命

じ
︑
奉
公
能
力
の
評
価
に
厳
し
い
面
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
養
子
相
続
を
許
可
す

る
面
に
お
い
て
は
寛
大
で
あ
っ
た
︒「
由
緒
帳
」
で
確
認
で
き
た
者
の
中
で
︑

少
な
く
と
も
三
九
一
人
は
養
子
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
病
中
封
養
子
（
末
期
養
子
）

は
六
十
六
人
に
上
っ
た
︒
養
子
相
続
は
以
上
の
階
層
ご
と
に
︑
同
格
の
家
と
縁

組
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た（

28
）

が
︑
例
外
と
し
て
︑
定
府
家
臣
は
他
の
大
名

家
の
家
中
か
ら
︑
伊
賀
御
歩
行
は
「
藤
堂
和
泉
守
様
御
家
中
」
や
「
藤
堂
和
泉

守
様
御
領
分
伊
州
阿
拝
郡
上
軽
村
郷
士（

29
）」

か
ら
養
子
を
迎
え
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
な
お
︑
三
御
歩
行
は
井
伊
家
家
臣
団
の
最
下
層
で
は
な
い
︒
そ
の
下
に
は
︑

足
軽
・
中
間
な
ど
の
軽
輩
が
い
た
が
︑
彼
ら
は
分
限
帳
・「
由
緒
帳
」
に
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
︑
本
稿
の
分
析
か
ら
外
す
こ
と
に
し
た（

30
）

︒

　

二
　
家
臣
の
石
高
分
布

（
一
）
分
限
帳
の
給
禄
記
載

　
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
家
臣
団
の
中
で
︑
給
禄
が
判
明
す
る
家
臣
の

人
数
は
︑「
分
限
帳
」
に
七
七
四
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に
一
三
三

人（
31
）

︑「
伊
賀
歩
行
・
七
十
人
歩
行
分
限
帳
」
に
八
十
四
人
で
︑
計
九
九
一
人
が

記
さ
れ
て
い
る
︒
俸
禄
の
支
給
形
態
に
は
︑
①
知
行
を
表
わ
す
「
石
」︑
②
切

米
と
し
て
の
「
俵
」
と
扶
持
米
を
合
わ
せ
て
支
給
す
る
形
式
︑
お
よ
び
③
給
金

と
し
て
の
「
五
両
二
分
」
と
扶
持
米
を
合
わ
せ
て
支
給
す
る
形
式
の
三
種
類
が

あ
る
︒
た
だ
し
︑
③
は
「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
い
ず
れ
②
に
切
り
替
え
る
こ

と
に
な
る
の
で
︑
蔵
米
取
家
臣
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
︒
給
禄
の
支
給
方
式

で
分
類
す
る
と
︑
知
行
取
家
臣
が
五
四
九
人
︑
蔵
米
取
家
臣
が
四
四
二
人
で
あ

る
︒
蔵
米
取
家
臣
は
︑
給
禄
を
知
行
の
「
石
」
に
換
算
し（

32
）

︑
知
行
取
家
臣
と
一

緒
に
検
討
す
る
︒
給
金
を
与
え
ら
れ
た
者
は
︑
当
時
の
米
価
に
基
づ
い
て
換
算

し
た（

33
）

︒

　
な
お
︑
一
部
の
家
臣
に
は
「
御
役
料
米
」（
俵
）
や
「
御
役
料
金
」（
両
）
に

関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
小
知
の
家
臣
に
対
す
る
手
当
︑
お
よ
び
勤

功
へ
の
御
褒
美
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
い
た（

34
）

︒
し
か
し
︑
グ
ラ
フ
に
す
る
と
︑

役
料
を
入
れ
て
も
入
れ
な
く
て
も
分
析
結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
役
料
に
関
す
る
検
討
は
省
略
す
る
︒

　
ま
ず
︑
一
〇
〇
石
を
単
位
に
知
行
取
家
臣
・
蔵
米
取
家
臣
を
組
み
分
け
す
る

と
︑
表
2
の
通
り
で
あ
る
︒
表
2
に
基
づ
い
て
家
臣
の
石
高
分
布
を
グ
ラ
フ
に

す
る
と
図
1
に
な
る
︒

　
家
臣
団
全
体
の
給
禄
分
布
は
︑
小
禄
の
者
が
多
く
︑
高
禄
に
な
る
に
つ
れ
人

数
が
少
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
百
石
未
満
が
五
二
〇
人
（
約

五
十
三
％
）︑
百
石
以
上
二
百
石
未
満
が
二
九
三
人
（
約
三
十
％
）
で
最
も
多
く
︑

家
臣
団
の
八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
︒
な
お
︑
千
石
以
上
の
階
層
は
二
十
四
人

（
二
％
）
で
あ
り
︑
二
百
石
以
上
千
石
未
満
の
ど
の
階
層
よ
り
も
多
い
よ
う
に

見
え
る
が
︑
そ
れ
は
千
石
以
上
一
万
石
以
下
の
者
の
合
計
で
あ
る
こ
と
に
は
注
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意
す
べ
き
で
あ
る
︒

　
一
方
︑
給
禄
の
支
給
の
仕
方
に
よ
っ
て
家
臣
の
分
布
傾
向
を
検
討
し
た
結
果
︑

知
行
取
の
多
く
は
百
石
以
上
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
蔵
米
取
は
ほ
と
ん
ど
百
石

未
満
で
あ
っ
た
︒
知
行
取
の
う
ち
︑
百
石
台
が
二
六
九
人
（
知
行
取
家
臣
の
約

四
十
九
％
）
で
最
も
多
く
︑
百
石
未
満
が
一
〇
三
人
（
同
約
十
九
％
）︑
二
百
石

台
が
七
十
七
人
（
同
十
四
％
）
で
こ
れ
に
次
ぐ
︒

　
次
に
︑
家
臣
団
全
体
の
八
割
以
上
を
占
め
た
二
百
石
未
満
の
階
層
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒
二
百
石
未
満
の
知
行
取
・
蔵
米
取
を
二
十
石
ご
と
に
組
分
け
す
る

と
︑
表
3
の
通
り
で
あ
る
︒
こ
れ
に
基
づ
い
て
グ
ラ
フ
に
す
る
と
図
2
に
な
る
︒

　
二
百
石
未
満
の
知
行
取
は
全
て
五
十
石
以
上
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
一
二
〇

～
一
三
九
石
が
一
〇
一
人
（
二
百
石
未
満
知
行
取
の
二
十
七
％
）
で
最
も
多
く
︑

百
～
一
一
九
石
が
七
十
七
人
（
同
約
二
十
一
％
）︑
一
四
〇
～
一
五
九
石
が

表 2　文政十三年井伊家家臣の石高分布

石高（石）
知行取人数

（人）
蔵米取人数

（人）
合計（人）

100 未満 103 418 521

100 ～ 199 269 24 293

200 ～ 299 77 0 77

300 ～ 399 44 0 44

400 ～ 499 14 0 14

500 ～ 599 4 0 4

600 ～ 699 6 0 6

700 ～ 799 3 0 3

800 ～ 899 3 0 3

900 ～ 999 2 0 2

1,000 以上 24 0 24

総人数 549 442 991

註
彦根城博物館蔵「分限帳」「定府分限幷子共年付帳」「伊賀御歩行七十人
御歩行分限帳」による。俵・扶持・両は知行の「石」に換算した。
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図 1　井伊家家臣の石高分布
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七
十
四
人
（
同
約
二
十
％
）
で
こ
れ
に
次
ぐ
︒
一
方
︑
蔵
米
取
は
全
て
一
四
〇

石
未
満
の
階
層
に
分
布
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
二
十
～
三
十
九
石
が
二
〇
六

人
（
蔵
米
取
の
約
四
十
七
％
）
で
最
も
多
く
︑
四
十
～
五
十
九
石
が
一
七
五
人

（
同
約
四
十
％
）
で
こ
れ
に
次
ぐ
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
知
行
取
・
蔵
米
取
の
石
高
分
布
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
知
行
取
は
百
石
台
が
百
石
未
満
よ
り
多
く
︑
特
に

一
二
〇
石
に
人
数
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
一
方
︑
蔵
米
取
は

百
石
未
満
に
集
中
し
て
お
り
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
二
十
石
以
上
六
十
石
未
満
で

あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
分
布
傾
向
が
形
成
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
は
︑
次
の
項
で

述
べ
る
︒

（
二
）
井
伊
家
の
給
禄
制

1
　「
定
禄
」
制
と
知
行
取
家
臣

　
十
八
世
紀
後
半
︑
井
伊
家
は
知
行
取
家
臣
を
対
象
と
す
る
「
定
禄
」
制
を
実

表 3　二百石未満の家臣の内訳

石高（石） 知行取人数（人） 蔵米取人数（人）

20 未満 0 4

20 ～ 39 0 206

40 ～ 59 15 175

60 ～ 79 37 23

80 ～ 99 51 10

100 ～ 119 77 0

120 ～ 139 101 24

140 ～ 159 74 0

160 ～ 179 13 0

180 ～ 199 4 0

総人数 372 442

註
彦根城博物館蔵「分限帳」「定府分限幷子共年付帳」「伊
賀御歩行七十人御歩行分限帳」による。俵・扶持・両
は知行の「石」に換算した。

図 2　二百石未満の井伊家家臣の石高分布
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施
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
知
行
取
の
石
高
分
布
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
︒
天
明

四
年
（
一
七
八
四
）
正
月
朔
日
付
の
「
御
書
付
之
写
」
に
よ
っ
て
︑
養
子
・
幼

年
家
督
に
よ
る
減
知
の
最
低
額
と
し
て
「
定
禄
」
が
決
め
ら
れ
た
︒
二
五
〇
〇

石
以
上
で
代
々
重
職
を
勤
め
た
八
家（

35
）

は
そ
れ
ぞ
れ
の
知
行
高
を
定
禄
と
し
︑
何

が
あ
っ
て
も
減
知
さ
れ
な
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
︒
一
方
︑
二
四
〇
〇
石
以
下

の
家
臣
は
知
行
高
に
応
じ
︑
千
石
～
二
四
〇
〇
石
は
千
石
︑
三
百
～
九
五
〇
石

は
三
百
石
︑
一
二
〇
～
三
百
石
は
一
二
〇
石
を
「
定
禄
」
と
し
た
︒
他
方
︑
当

時
一
二
〇
石
未
満
の
家
臣
に
対
し
て
は
︑
定
禄
一
二
〇
石
を
目
途
と
し
て
加
増

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た（

36
）

︒
こ
う
し
た
政
策
を
実
施
さ
れ
た
理
由
を
示
す
史
料
は

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
養
子
や
幼
年
家
督
な
ど
に
伴
う
減
知

が
家
臣
団
の
困
窮
化
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
事
実
を
考
え
る
と
︑
定
禄
制
は
貧

困
に
悩
ま
さ
れ
た
家
臣
へ
の
救
済
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
一
二
〇
石
未
満
の
家
臣
に
対
す
る
加
増
は
︑
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら

始
ま
っ
た
︒
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
家
督
相
続
し
た
岡
本
半
右
衛
門
の
由

緒
書
に
は
︑「
天
明
六
丙
午
年
十
一
月
廿
六
日
︑
定
録
（
禄
︱
筆
者
註
）
階
下
ニ

付
年
々
御
割
合
を
以
百
弐
拾
石
之
高
ニ
御
取
立
可
被
遊
段
被
仰
付
候
」
と
記
さ

れ
て
い
る
︒
彼
は
当
時
百
石
取
で
あ
っ
た
が
︑
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
七
月

二
十
二
日
に
「
弐
拾
石
之
地
形
被
下
置
︑
高
百
弐
拾
石（

37
）

」
と
な
っ
た
︒

　
と
こ
ろ
が
︑「
定
禄
」
制
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
見
直
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た（

38
）

︒
こ
れ
以
降
︑
夭
死
や
養
子
に
よ
る
減
知
は
定
禄
に
よ
る
制
限
を
受

け
な
く
な
り
︑
定
禄
一
二
〇
石
を
目
指
す
加
増
も
中
止
と
な
っ
た
︒
寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）
に
家
督
し
た
福
村
八
衛
門
の
由
緒
書
に
は
︑「
享
和
元
酉
年
三
月

朔
日
︑
定
録
御
止
ニ
付
︑
積
米
之
分
三
拾
俵
地
形
ニ
御
直
シ
︑
高
百
石
ニ
被
仰

付
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

39
）

︒
結
果
︑
天
明
六
年
当
時
一
二
〇
石
未
満
の
家
臣
を

全
員
一
二
〇
石
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
は
︑
家
臣
の
石
高
分
布
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
当
時
︑

一
二
〇
石
以
下
の
家
臣
は
二
八
一
人
い
た
が
︑
彼
ら
の
由
緒
帳
に
基
づ
い
て

「
定
禄
」
の
影
響
を
受
け
た
人
数
を
調
べ
る（

40
）

と
︑
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
︒

　
第
一
に
︑「
定
禄
」
制
は
在
国
の
知
行
取
家
臣
を
対
象
と
し
て
施
行
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
︒
定
府
家
臣
お
よ
び
定
禄
実
行
期
間
（
天
明
六
年
～
享
和
元
年
）

に
お
い
て
︑
幼
年
家
督
・
父
兄
犯
罪
な
ど
の
理
由
で
扶
持
取
と
な
っ
た
者
は

「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
の
対
象
外
で
あ
っ
た
︒

　
第
二
に
︑
蔵
米
取
家
臣
の
う
ち
︑
特
例
と
し
て
「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
を

受
け
た
者
も
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
①
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
追
放
さ
れ
︑

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
帰
参
し
て
扶
持
取
と
な
っ
た
者
は
︑
享
和
元
年
に

切
米
と
積
米
を
地
形
に
直
し
て
︑
六
十
石
・
七
十
石
の
知
行
取
と
な
っ
た
︒
②

初
代
が
御
小
姓
に
取
り
立
て
ら
れ
︑
百
俵
五
人
扶
持
を
給
さ
れ
た
者
は
︑
天
明

七
年
（
一
八
七
七
）
に
切
米
と
積
米
を
地
形
に
直
し
︑
一
二
〇
石
取
と
な
っ
た
︒

　
第
三
に
︑
一
二
〇
石
以
下
の
家
臣
の
う
ち
︑
約
六
十
五
％
は
「
定
禄
」
制
の

影
響
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
︒
文
政
十
三
年
当
時
︑
在
国
の
五
十
石
～
一
二
〇

石
取
は
合
計
二
二
一
人
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑「
定
禄
」
制
に
よ
る
加
増
を
受
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け
た
者
は
︑
一
二
〇
石
取
八
十
四
人
の
う
ち
六
十
人
（
七
十
一
％
）︑
一
一
〇

石
取
十
七
人
の
う
ち
九
人
（
五
十
三
％
）︑
百
石
取
四
十
三
人
の
う
ち
二
十
三

人
（
五
十
三
％
）︑
九
十
石
取
十
三
人
の
う
ち
九
人
（
六
十
九
％
）︑
八
十
石
取

二
十
七
人
の
う
ち
二
十
一
人
（
約
七
十
七
％
）︑
七
十
石
取
二
十
人
の
う
ち
十
三

人
（
約
六
十
五
％
）︑
六
十
石
取
七
人
の
う
ち
七
人
（
一
〇
〇
％
）︑
五
十
石
取

十
人
の
う
ち
二
人
（
二
十
％
）
で
︑
計
一
四
四
人
で
あ
る
︒

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑「
定
禄
」
制
に
よ
っ
て
︑
天
明
六
年
当
時
百
石
未

満
の
在
国
知
行
取
家
臣
は
八
十
～
一
二
〇
石
取
︑
帰
参
の
扶
持
取
家
臣
は
知
行

六
十
石
～
七
十
石
取
と
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
百
～
一
二
〇
石
の
階
層
は

激
増
し
た
が
︑
そ
の
一
方
︑
百
石
未
満
の
家
臣
は
激
減
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
享
和
元
年
以
降
︑「
定
禄
」
制
の
廃
止
に
よ
り
︑
養
子
・
幼
年
・
犯
罪
な

ど
に
よ
っ
て
減
知
さ
れ
た
者
や
新
知
取
立
に
よ
っ
て
百
石
未
満
の
家
臣
が
再
び

増
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

2
　「
本
高
」
と
蔵
米
取
家
臣

　
蔵
米
取
家
臣
の
中
で
︑
御
小
姓
・
御
中
小
姓
・
御
騎
馬
徒
・
御
歩
行
・
伊
賀

御
歩
行
︑
お
よ
び
七
十
人
御
歩
行
は
︑
組
ご
と
に
基
本
的
な
給
禄
が
設
定
さ
れ

て
い
た
︒
そ
れ
は
「
本
高
」
と
呼
ば
れ
た
︒
御
中
小
姓
以
下
の
多
く
は
召
し
出

さ
れ
た
直
後
︑
本
高
よ
り
低
い
給
禄
を
与
え
ら
れ
︑
成
年
・
江
戸
詰
・
勤
功
に

よ
っ
て
加
増
さ
れ
︑
本
高
を
与
え
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
勤
功
に
よ
り
加
増
さ
れ
る

と
︑
本
高
よ
り
高
い
給
禄
を
も
ら
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒

　
各
組
の
本
高
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
御
小
姓
の
本
高
は
︑
在
国
が
百
俵
八

人
扶
持
（
知
行
一
三
六
石
に
相
当
す
る
）
で
︑
定
府
が
百
俵
五
人
扶
持
（
一
二
一

石
五
斗
）
で
あ
っ
た
︒
御
中
小
姓
の
本
高
は
七
十
俵
六
人
扶
持
（
九
十
七
石
）

で
あ
っ
た
が
︑
家
督
直
後
は
二
十
六
俵
六
人
扶
持
（
五
十
三
石
）
あ
る
い
は

四
十
俵
六
人
扶
持
（
六
十
七
石
）
を
与
え
ら
れ
た
︒
在
国
の
御
騎
馬
歩
行
は

四
十
俵
四
人
扶
持
（
五
十
八
石
）
が
本
高
で
あ
っ
た
が
︑
家
督
直
後
は
二
十
六

俵
四
人
扶
持
（
四
十
四
石
）
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
一
方
︑
定
府

の
御
騎
馬
歩
行
は
全
員
二
十
六
俵
三
人
扶
持
（
三
十
九
石
五
斗
）
を
与
え
ら
れ

た
︒
三
御
歩
行
の
本
高
は
︑
御
歩
行
は
二
十
六
俵
三
人
扶
持
（
三
十
九
石
五
斗
）︑

伊
賀
御
歩
行
は
四
十
俵
三
人
扶
持
（
五
十
三
石
五
斗
）︑
七
十
人
御
歩
行
は

二
十
四
俵
三
人
扶
持
（
三
十
七
石
五
斗
）
で
あ
っ
た
︒
十
代
で
三
御
歩
行
に
召

し
出
さ
れ
た
者
は
十
俵
三
人
扶
持
（
二
十
六
石
五
斗
）
を
与
え
ら
れ
た（

41
）

︒
な
お
︑

定
府
御
歩
行
の
う
ち
︑
幼
年
で
五
両
二
分
三
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
例
も
あ
る

が
︑
当
時
の
米
価
に
よ
っ
て
換
算
す
る
と
︑
そ
の
実
収
入
は
十
俵
三
人
扶
持
の

蔵
米
取
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
︒

　
本
高
を
知
行
に
換
算
す
る
と
︑
御
小
姓
を
除
き
︑
御
中
小
姓
以
下
は
全
て
百

石
未
満
で
あ
っ
た
︒
蔵
米
取
家
臣
の
九
割
以
上
が
百
石
未
満
だ
っ
た
の
は
︑
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
御
騎
馬
徒
・
御
歩
行
の
中
で
︑
御
鷹
役
・
御
右
筆

役
を
代
々
勤
め
る
家
の
嫡
子
や
︑
馬
術
が
優
れ
る
な
ど
で
新
規
に
取
り
立
て
ら

れ
た
者
は
︑
組
の
本
高
に
か
か
わ
ら
ず
︑
三
～
十
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た（

42
）

︒
各

組
の
決
ま
っ
た
給
禄
が
全
て
知
行
二
十
石
以
上
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
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二
十
石
未
満
の
者
が
存
在
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

　
蔵
米
取
家
臣
の
給
禄
は
「
都
而
扶
持
ニ
而
格
相
立
︑
切
米
ニ
而
増
可
申
事（

43
）

」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
扶
持
米
の
多
寡
は
組
に
よ
っ
て
異
な
り
︑
勤
功
の
あ
る

者
は
切
米
（
俵
）
を
以
て
加
増
さ
れ
た
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
蔵
米
取
家
臣
は
加

増
分
を
次
の
代
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
原
則
は
跡

式
の
継
承
が
許
さ
れ
た
御
中
小
姓
や
御
騎
馬
徒
に
も
適
用
さ
れ
た
︒「
由
緒
帳
」

に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
が
家
督
す
る
時
に
父
の
「
跡
式
」
か
ら
継
承
し
た
俸
禄
額
は
︑

組
の
本
高
あ
る
い
は
家
督
直
後
の
基
本
的
な
給
禄
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　

三
　
井
伊
家
の
官
僚
制

（
一
）
七
十
人
御
歩
行
以
上
の
役
職
就
任
状
況

　
本
節
で
は
︑「
役
附
帳
」（
彦
根
城
博
物
館
蔵
︑
調
査
番
号
八
六
三
）
を
用
い
て
︑

分
限
帳
で
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
七
十
人
御
歩
行
以
上
の
任
職
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
︒「
役
附
帳
」
に
は
諸
役
職
の
在
職
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
張

り
紙
や
追
加
記
録
が
な
い
︒
御
弓
鉄
砲
組
頭
の
人
名
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
史
料
は

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
十
一
月
十
五
日
以
降
に
作
成
し
た
も
の
と
推
定
で

き
る（

44
）

︒
な
お
︑
文
政
十
三
年
七
月
廿
一
日
に
御
中
老
役
に
任
命
さ
れ
た
広
瀬
美

濃
の
記
録
が
な
い
が
︑
そ
の
他
の
役
職
の
記
載
は
「
由
緒
帳
」
の
記
録
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
の
で
︑
広
瀬
の
件
は
記
録
漏
れ
で
あ
ろ
う
︒

　
従
来
︑「
役
附
帳
」
は
知
行
取
の
任
職
状
況
を
記
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き

た（
45
）

が
︑
し
か
し
︑
分
限
帳
や
「
由
緒
帳
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
七
十

人
御
歩
行
以
上
の
階
層
を
記
載
対
象
と
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
表
4
は
︑

「
役
附
帳
」
に
記
さ
れ
た
井
伊
家
の
諸
役
職
へ
の
任
職
状
況
を
ま
と
め
︑
さ
ら

に
︑
分
限
帳
の
記
載
に
基
づ
い
て
給
禄
の
支
給
方
式
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　「
役
附
帳
」
の
記
載
内
容
は
︑
①
老
中
か
ら
於
千
代
・
於
久
・
於
登
勢
附
人

ま
で
の
諸
役
︑
②
弘
道
館
役
人
︑
お
よ
び
③
定
府
役
人
の
三
部
分
に
分
け
ら
れ

る
︒
①
～
③
を
合
わ
せ
て
計
五
八
一
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
兼

任
に
よ
る
重
複
記
載
は
八
十
六
件
で
︑
実
際
に
役
職
に
任
じ
た
者
は
四
九
五
人

で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
①
②
は
「
分
限
帳
」
と
「
伊
賀
御
歩
行
七
十
人
御
歩
行

分
限
帳
」
に
︑
③
は
「
定
府
分
限
帳
」
に
よ
っ
て
給
禄
の
仕
方
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑「
役
附
帳
」
の
記
載
者
は
︑
知
行
取
が

三
四
一
人
︑
蔵
米
取
が
一
二
二
人
︑
給
禄
不
明
が
三
十
二
人
で
あ
る
︒
給
禄
不

明
の
者
は
︑
分
限
帳
に
給
禄
の
記
載
が
な
い
者
︑
お
よ
び
名
前
す
ら
記
さ
れ
て

い
な
い
者
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
身
元
を
由
緒
帳
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
︑

彼
ら
は
知
行
取
家
臣
の
次
三
男
︑
お
よ
び
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
の
嫡
子
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒

　
以
下
で
は
︑
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
︑
任
職
者
の
身
元
を

分
限
帳
・「
由
緒
帳
」
に
基
づ
い
て
検
証
し
な
が
ら
分
析
す
る
︒

　
ま
ず
︑
①
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
①
に
は
四
五
九
件
の
記
載
が
あ
る
が
︑

そ
の
う
ち
兼
任
に
よ
る
重
複
記
載
は
六
十
四
件
で
あ
り
︑
実
際
に
任
職
し
た
者

は
三
九
五
人
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
知
行
取
は
二
七
八
人
︑
蔵
米
取
は
九
十
三
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人
︑
不
明
は
二
十
四
人
で
あ
る
︒

　
老
中
（
御
家
老
）
以
下
小
役
人
御
着
到
附
役
ま
で
の
諸
役
は
︑
知
行
取
が
就

任
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
︒
厳
密
な
規
定
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑

諸
役
職
に
就
任
す
る
者
の
給
禄
は
大
体
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

二
千
石
以
上
の
家
臣
は
老
中
︑
中
老
お
よ
び
旗
奉
行
︑
四
百
石
以
上
の
家
臣
は

用
人
や
鑓
奉
行
を
勤
め
た
︒
二
五
〇
石
以
上
の
家
臣
が
弓
鉄
砲
組
頭
︑
母
衣
役
︑

城
中
番
頭
︑
十
一
口
番
頭
︑
側
役
︑
鷹
用
向
頭
取
︑
町
奉
行
︑
筋
奉
行
︑
仕
送

奉
行
︑
評
定
目
付
︑
侍
宗
門
改
奉
行
・
武
具
預
相
兼
︑
郷
中
宗
門
改
奉
行
︑
馳

走
奉
行
︑
小
納
戸
︑
御
城
使
役
︑
江
戸
中
屋
敷
留
守
居
役
︑
大
津
蔵
屋
敷
奉
行

を
勤
め
た
︒
二
百
石
以
下
の
家
臣
は
目
付
︑
普
請
奉
行
︑
作
事
奉
行
︑
御
普
請

御
着
到
附
役
︑
元
方
勘
定
奉
行
︑
金
奉
行
︑
大
津
蔵
屋
敷
目
付
︑
京
都
留
守
居

役
︑
賄
地
方
旅
方
兼
帯
︑
賄
︑
彦
根
江
戸
納
戸
︑
鳥
毛
中
間
頭
︑
船
奉
行
︑
鉄

砲
奉
行
︑
鉄
砲
玉
薬
奉
行
︑
玉
薬
中
間
頭
︑
竹
奉
行
︑
細
工
奉
行
︑
御
用
米
蔵

奉
行
︑
松
原
蔵
奉
行
︑
佐
野
奉
行
︑
借
用
役
︑
皆
米
札
奉
行
︑
代
官
役
︑
侍
着

到
付
︑
城
中
十
一
口
着
到
付
︑
足
軽
辻
着
到
付
︑
小
役
人
着
到
付
を
勤
め
た
︒

　
こ
の
中
で
︑
注
目
す
べ
き
は
︑
二
五
〇
石
以
上
の
家
臣
の
多
く
が
番
方
と
役

方
を
兼
任
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
中
老
は
旗
奉
行
︑
弓
鉄
砲
組
頭
は
御
用
人
・
側

役
・
鷹
用
向
頭
取
・
町
奉
行
・
筋
奉
行
・
侍
宗
門
改
奉
行
武
具
預
相
兼
・
馳
走

奉
行
・
小
納
戸
・
御
城
使
役
︑
母
衣
役
は
江
戸
中
屋
敷
留
守
居
役
・
普
請
奉

行
・
大
津
蔵
屋
敷
奉
行
を
兼
任
し
た
︒
一
方
︑
複
数
の
役
方
を
兼
任
し
た
例
も

あ
る
︒
筋
奉
行
は
郷
中
宗
門
改
奉
行
︑
細
工
奉
行
は
弓
矢
預
加
役
︑
松
原
蔵
奉

行
は
大
津
蔵
目
付
︑
船
奉
行
は
代
官
︑
玉
薬
中
間
頭
は
小
役
人
着
到
付
を
そ
れ

ぞ
れ
兼
任
し
た
︒

　
小
役
人
着
到
付
役
の
次
に
︑
庭
奉
行
以
下
櫛
役
ま
で
の
諸
役
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
は
二
百
石
以
下
の
知
行
取
と
御
扶
持
方
取
衆
・
御
中
小
姓
衆
・
御

騎
馬
徒
衆
な
ど
の
蔵
米
取
が
勤
め
た
︒
櫛
役
の
次
に
記
さ
れ
た
装
束
附
役
以
下

の
諸
役
は
︑
侍
と
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
が
異
な
る
役
を
勤
め
︑
役
職
と
所

属
階
層
が
対
応
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る（

46
）

︒
す
な
わ
ち
︑
奥
内
用
達
役
か
ら
作
事

方
改
役
ま
で
の
諸
役
は
御
歩
行
・
七
十
人
御
歩
行
が
勤
め
た
︒
井
伊
家
当
主
の

子
供
の
世
話
を
す
る
役
と
し
て
︑
附
人
は
二
百
石
以
下
の
知
行
取
︑
近
習
・
伽

頭
は
三
百
以
下
の
次
三
男
︑
伽
・
賄
は
御
歩
行
あ
る
い
は
七
十
人
御
歩
行
の
嫡

子
が
登
用
さ
れ
た
︒

　
次
に
②
弘
道
館
役
人
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
②
に
は
合
計
五
十
一
件
の
記

載
が
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
重
複
記
載
が
十
一
件
で
あ
る
︒
実
際
の
任
職
者
は

四
十
人
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
知
行
取
は
二
十
一
人
︑
蔵
米
取
は
十
三
人
︑
不
明

は
六
人
い
た
︒

　
弘
道
館
は
熊
本
細
川
家
の
時
習
館
の
制
を
倣
っ
て
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）

に
設
立
さ
れ
︑
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
ま
で
は
稽
古
館
と
称
さ
れ
た
︒
知

行
取
家
臣
の
家
督
お
よ
び
部
屋
住
で
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
者
は
授
業
に

出
席
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た（

47
）

︒
千
石
以
上
の
家
臣
は
弘
道
館
頭
取
︑

四
百
石
以
上
の
家
臣
は
稽
古
奉
行
︑
百
石
～
三
五
〇
石
の
家
臣
は
物
主
書
物
奉

行
を
務
め
た
︒
そ
の
う
ち
︑
弘
道
館
頭
取
と
稽
古
奉
行
に
千
石
以
上
の
嫡
子
が
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（4/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

③
定
府
役
人

番足軽支配 3 0 3 0 0

側役 1 1 0 0 0

小納戸（うち 1 人兼帯） 3 1 2 0 0

御城使 1 1 0 0 0

八町堀屋敷留守居 1 1 0 0 0

千田谷屋敷留守居（うち 1 人加役） 2 0 2 0 0

取次 0 0 0 0 0

使番 3 0 3 0 0

目付 2 0 2 0 0

奥方附人 2 0 2 0 0

大御前様附人 2 0 2 0 0

守真院殿附人　陸奥守殿御附人 2 0 0 0 2

賄 2 0 2 0 0

普請作事奉行 3 0 3 0 0

中屋敷目付 1 0 1 0 0

上屋敷見廻り役 0 0 0 0 0

中屋敷見廻り役 1 0 1 0 0

八町堀屋敷見廻り役 0 0 0 0 0

奥方賄 2 0 1 1 0

守真院殿賄 2 0 2 0 0

音信役 3 0 2 1 0

内目付 2 0 2 0 0

旅道具預り 2 1 1 0 0

儒者 2 0 1 1 0

医師 1 0 0 1 0

茶道頭 0 0 0 0 0

直勤書記役（うち 1 人兼帯） 3 3 0 0 0

右筆頭 2 0 2 0 0

留書役 6 0 4 2 0

留書役　年回繰出シ用懸り 3 3 0 0 0

右筆役 5 0 1 4 0

馬役 0 0 0 0 0

奥用役 0 0 0 0 0

櫛役 4 0 0 4 0

桶畳奉行 1 0 0 1 0

鷹方 0 0 0 0 0

御城使方手附役 1 0 0 1 0

於知方附人 1 0 1 0 0

於充方附人 1 0 1 0 0

於尊方附人 1 0 1 0 0

合計 71 11 42 16 2

以上合計 581 86 341 122 32
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（3/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

①
在
国
役
人
（
つ
づ
き
二
）

櫛役 7 0 4 3 0

装束附役 2 0 0 2 0

客立之節給仕役 8 0 8 0 0

糸譜用掛 1 0 0 1 0

奥内用達役 6 0 0 6 0

江戸桶畳奉行 3 0 0 3 0

鉄砲方臺師役 1 0 0 1 0

作事方元〆役改証判役 4 0 0 4 0

畳奉行 4 4 0 0 0

馳走道具頭 2 0 0 2 0

作事方門改役 6 0 0 6 0

筑後方附人 1 0 1 0 0

同所近習 3 0 0 0 3

同所賄 2 0 0 2 0

同所伽添役 2 0 0 2 0

同所伽 3 0 0 0 3

鉄三郎方・銓之介方附人 2 0 2 0 0

※鉄三郎方伽頭 4 0 0 0 4

同所伽役 2 0 0 2 0

銓之介方伽 4 0 0 0 4

豊前方・東之介方附人 2 0 2 0 0

同所賄 4 0 0 4 0

同所伽頭 6 0 0 0 6

同所伽 2 0 0 0 2

善住院賄・直心院賄 2 0 0 2 0

於千代・於久・於登勢附人 2 1 1 0 0

合計 459 64 278 93 24

②
弘
道
館
役
人

弘道館頭取 7 1 2 0 4

稽古奉行（うち 1 人添役） 3 2 0 0 1

物主奉行（うち 2 人添役） 5 1 4 0 0

学問方 4 3 0 1 0

素読方 17 0 8 8 1

手跡方 6 0 4 2 0

諸用役 3 0 3 0 0

礼節方 1 0 0 1 0

兵学方 0 0 0 0 0

一騎前 2 2 0 0 0

天文方 1 0 0 1 0

医学会頭 1 1 0 0 0

算学 1 1 0 0 0

和学 0 0 0 0 0

合計 51 11 21 13 6
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（2/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

①
在
国
役
人
（
つ
づ
き
一
）

大津蔵屋敷奉行 2 1 1 0 0

同所目付 2 0 2 0 0

京都留守居役（うち 1 人助） 2 0 1 1 0

賄地方旅方兼帯 6 0 6 0 0

賄 4 0 4 0 0

彦根江戸納戸 7 0 7 0 0

鳥毛中間頭 4 0 4 0 0

船奉行 2 0 2 0 0

※御船方加判 1 0 0 1 0

鉄砲奉行 2 0 2 0 0

鉄砲玉薬奉行 2 0 2 0 0

玉薬中間頭 2 0 2 0 0

竹奉行 2 0 1 1 0

細工奉行 2 2 0 0 0

御用米蔵奉行 3 0 3 0 0

松原蔵奉行 8 2 6 0 0

佐野奉行 1 0 1 0 0

借用役 3 0 3 0 0

皆米札奉行 3 0 3 0 0

代官役 6 2 4 0 0

侍着到付 4 0 4 0 0

城中十一口着到付 4 0 4 0 0

足軽辻着到付 3 0 3 0 0

小役人着到付 3 2 1 0 0

庭奉行（うち 1 人添役） 2 0 1 1 0

買上物改証判役 4 0 4 0 0

内目付 10 0 5 5 0

鷹餌割役 4 0 4 0 0

鷹役（うち 1 人 * 見習） 24 0 8 15 1

儒者 4 0 1 3 0

奉薬加役 2 0 2 0 0

医師 1 0 0 1 0

奥医師 8 0 7 1 0

表医師 18 0 11 7 0

祐筆頭（うち 1 人加役） 4 0 2 2 0

祐筆（うち 5 人留書役） 14 0 7 7 0

馬役頭取 3 0 3 0 0

馬役（うち 1 人 * 見習） 13 0 7 5 1

鷹野先拂 5 0 4 1 0

用使 8 0 8 0 0
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表 4　文政十三年諸役職の在職者一覧（1/4）

役職 記載数（件） 重複（件） 知行取（人） 蔵米取（人） 不明（人）

①
在
国
役
人

老中（うち 1 人見習） 7 0 7 0 0

中老 2 0 2 0 0

用人（うち 1 人添役） 8 0 8 0 0

旗奉行 2 2 0 0 0

鑓奉行 1 1 0 0 0

弓鉄砲組頭 35 6 29 0 0

母衣役（うち 1 人役母衣） 24 0 24 0 0

城中番頭 6 0 6 0 0

十一口番頭 11 0 11 0 0

側役 10 9 1 0 0

鷹用向頭取 2 2 0 0 0

町奉行 2 2 0 0 0

筋奉行 6 6 0 0 0

筋奉行加役 0 0 0 0 0

仕送奉行（うち 1 人添役） 2 0 2 0 0

評定目付 0 0 0 0 0

侍宗門改奉行武具預相兼 2 2 0 0 0

弓矢頭 0 0 0 0 0

同加役兼帯 2 0 2 0 0

郷中宗門改奉行 3 3 0 0 0

馳走奉行 2 2 0 0 0

小納戸 10 6 2 2 0

御城使役 4 4 0 0 0

江戸中屋敷留守居役 3 3 0 0 0

目付 13 0 13 0 0

普請奉行 2 2 0 0 0

作事奉行 4 0 4 0 0

※御普請御着到附役 3 0 3 0 0

元方勘定奉行 3 0 3 0 0

金奉行 3 0 3 0 0

註
（1）  役職名および任職者の記載件数は「役附帳」による。この表の②弘道館役人と③定府役人といった分類は史料の記

述によるものである。①に当たる諸役職は特定の分類がなされていなかったが、すべて国元にある役職なので、便
宜上、〈在国役人〉という見出しをつけた。

（2）  知行取・蔵米取は「分限帳」「定府分限帳」「伊賀御歩行七十人御歩行分限帳」による。「不明」というのは、分限
帳に給禄が記載されていない者、および分限帳に登録されていない者である。

（3）  ※印は、役職名の誤記や未記載があったものを示す。正しい役職名は「由緒帳」によって補足した。
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就
任
し
た
例
も
見
ら
れ
る
︒
学
問
方
は
儒
者
︑
医
学
会
頭
は
奥
医
師
が
兼
任
し

た
︒
素
読
方
以
下
の
諸
役
は
︑
二
百
石
以
下
の
家
臣
と
蔵
米
家
臣
の
う
ち
︑
学

問
に
優
れ
た
家
臣
が
勤
め
た
︒

　
最
後
の
③
定
府
役
人
に
は
合
計
七
十
一
件
の
記
載
が
あ
り
︑
そ
の
う
ち
重
複

記
載
が
十
一
件
で
あ
る
︒
実
際
の
任
職
者
は
六
十
人
で
︑
そ
の
う
ち
知
行
取
は

四
十
二
人
︑
蔵
米
取
は
十
六
人
︑
不
明
は
二
人
い
た
︒

　
番
足
軽
支
配
は
二
百
石
以
上
の
家
臣
が
勤
め
て
お
り
︑
江
戸
中
屋
敷
・
八
丁

堀
屋
敷
の
番
足
軽
を
支
配
し
な
が
ら（

48
）

︑
側
役
・
小
納
戸
・
御
城
使
・
八
町
堀
屋

敷
留
守
居
を
兼
任
し
た
︒
千
田
谷
屋
敷
留
守
居
・
使
番
・
目
付
・
奥
方
附
人
・

大
御
前
様
附
人
︑
賄
︑
普
請
作
事
奉
行
︑
中
屋
敷
見
廻
り
役
︑
奥
方
賄
︑
守
真

院
殿
賄
︑
音
信
役
︑
内
目
付
︑
旅
道
具
預
り
︑
直
勤
書
記
役
︑
右
筆
頭
︑
留
書

役
︑
右
筆
役
︑
於
知
方
附
人
︑
於
充
方
附
人
︑
於
尊
方
附
人
に
は
︑
二
百
石
未

満
の
知
行
取
が
就
任
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
儒
者
と
医
師
は
全
て
御
騎

馬
徒
以
上
で
あ
っ
た
︒
櫛
役
は
御
騎
馬
徒
︑
桶
畳
奉
行
・
御
城
使
方
手
附
役
は

御
歩
行
が
勤
め
た
︒
他
に
︑
守
真
院
殿
附
人
・
陸
奥
守
殿
御
附
人
が
二
人
記
さ

れ
て
い
る
が
︑
分
限
帳
・「
由
緒
帳
」
に
は
彼
ら
の
名
前
が
見
当
ら
な
い
︒
守

真
院
は
仙
台
を
本
拠
地
と
す
る
伊
達
陸
奥
守
重
村
の
娘
で
︑
井
伊
家
十
代
目
当

主
直
幸
の
世
子
直
富
の
正
室
と
な
っ
た（

49
）

の
で
︑
こ
の
二
人
は
伊
達
家
か
ら
連
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒

（
二
）
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率

　
井
伊
家
家
臣
の
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
は
︑
分
限
帳
お
よ
び
「
役
附
帳
」

の
記
載
内
容
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
︒
分
限
帳
に
登
録
さ
れ
た
知
行
取

（
荒
地
取
郷
士
を
除
く
）
は
在
国
・
定
府
を
合
わ
せ
て
五
四
五
人
お
り
︑
そ
の
う

ち
「
役
附
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
者
は
三
四
一
人
で
あ
り
︑
諸
役
職
に
対
す
る
就

任
率
は
約
六
十
二
・
五
％
で
あ
る
︒
一
方
︑
蔵
米
取
は
在
国
・
定
府
で
計

四
二
三
人
お
り
︑
そ
の
う
ち
御
騎
馬
徒
以
上
は
二
五
六
人
︑
御
歩
行
以
下
は

一
七
七
人
で
あ
る
︒「
役
附
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
蔵
米
取
は
計
一
二
二
人
で
︑

諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
は
約
二
十
八
％
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
御
騎
馬
徒
以

上
の
就
任
者
は
七
十
三
人
で
就
任
率
が
二
十
七
・
四
％
︑
御
歩
行
以
下
の
就
任

者
は
四
十
九
人
で
就
任
率
が
二
十
七
・
六
％
で
あ
る
の
で
︑
就
任
率
に
お
け
る

侍
と
三
御
歩
行
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒「
役
附
帳
」
に
記
さ
れ
た
諸
役
職

は
︑
一
部
番
方
も
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
役
方
が
圧
倒
的
に
多
い
︒
蔵
米
取
家
臣

が
勤
め
た
の
は
全
て
役
方
で
あ
っ
た
の
で
︑「
役
附
帳
」
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
者
は
︑
井
伊
家
当
主
が
外
出
す
る
時
の
供
連
れ
な
ど
の
番
方
の
仕
事
を
し
て

い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
一
方
︑
知
行
取
の
組
編
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
︒
分
限
帳
と

同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
「
士
組
附
帳
」（
彦
根
城
博
物
館
蔵
︑
調
査
番
号

八
六
二
）
に
よ
れ
ば
︑
在
国
の
知
行
取
は
︑
①
士
組
︑
②
諸
役
職
の
就
任
者
︑

③
御
留
守
居
組
︑
④
外
組
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
①
は
木
俣
土
佐
組
・
庵

原
主
税
助
組
・
小
野
田
小
一
郎
組
・
宇
津
木
下
総
組
・
横
地
佐
平
太
組
の
五
組
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に
編
成
さ
れ
て
い
る
︒
五
組
の
組
士
は
合
計
二
四
七
人
で
あ
り
︑
在
国
知
行
取

の
約
五
割
を
占
め
て
い
る
︒
組
名
は
そ
の
組
を
支
配
し
た
士
大
将
の
名
前
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
が
が
︑「
由
緒
帳
」
に
は
士
組
と
記
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
︒

こ
の
五
組
は
出
陣
す
る
時
に
先
手
二
備
︑
左
・
右
備
お
よ
び
後
備
を
構
成
す
る

も
の
で
あ
っ
た（

50
）

の
で
番
方
で
あ
る
が
︑
組
士
の
う
ち
役
方
の
役
職
に
任
ぜ
ら
れ

る
者
も
い
た
︒
②
は
御
中
老
を
筆
頭
と
す
る
諸
役
職
で
あ
っ
た
︒
③
は
御
代
官

役
・
御
城
中
御
番
頭
・
十
一
口
御
番
頭
・
御
用
米
御
蔵
奉
行
お
よ
び
松
原
御
蔵

奉
行
が
所
属
し
て
お
り
︑
軍
事
動
員
す
る
時
に
領
地
に
残
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒

以
上
の
ど
れ
で
も
な
い
者
は
④
に
入
れ
ら
れ
た
︒
な
お
︑
御
家
老
・
士
大
将
お

よ
び
医
者
は
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　「
士
組
附
帳
」
と
「
役
附
帳
」
の
記
載
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
第
一

に
︑
医
者
と
諸
役
職
に
就
任
す
る
者
を
除
き
︑
残
り
の
知
行
取
家
臣
は
ほ
と
ん

ど
番
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
十
八
世
紀
末
の
徳
川
将
軍
家
の
例
で

い
う
と
︑
旗
本
の
う
ち
︑
番
方
で
も
役
方
で
も
な
い
無
役
の
者
は
約
三
十
九
％

を
占
め
た（

51
）

︒
そ
れ
と
比
べ
る
と
︑
井
伊
家
に
お
け
る
無
役
の
者
は
極
端
に
少
な

か
っ
た
︒
第
二
に
︑
番
方
・
役
方
の
兼
任
が
多
か
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で

あ
る
︒
徳
川
将
軍
家
で
も
︑
戦
国
時
代
に
は
番
方
と
役
方
の
兼
任
が
珍
し
く
な

か
っ
た
が
︑
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
行
政
職
で
あ
る
役
方
の
重
要
性
が
高
ま
り
︑

専
任
者
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
番
方
の
編
成
は
出
陣
す
る

時
の
先
手
備
・
旗
本
備
の
よ
う
な
形
か
ら
︑
大
御
番
組
・
御
小
姓
番
・
御
書
院

番
・
新
御
番
・
小
十
人
組
と
い
っ
た
五
番
方
に
編
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

52
）

︒

そ
れ
に
対
し
︑
井
伊
家
の
番
方
編
成
は
近
世
初
期
の
古
い
形
が
残
っ
た
ま
ま
で

あ
っ
た
︒

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
中
で
︑
井
伊
家
の
官
僚
制
の
特
徴
と
し
て
︑
知
行
取

の
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
が
高
く
︑
兼
任
も
多
い
こ
と
︑
ま
た
︑
蔵
米
取
の

一
部
に
番
方
・
役
方
を
問
わ
ず
部
屋
住
が
登
用
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
最
後
に
︑
こ
う
し
た
登
用
制
が
形
成
さ
れ
た
背
景
と
し
て
︑
近
世
初
期
か

ら
の
家
臣
の
人
数
変
化
を
見
て
み
よ
う
︒

　
井
伊
家
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
近
江
国
十
八
万
石
を
領
有
し
た
︒
そ

の
翌
年
の
分
限
帳
に
は
知
行
取
三
〇
一
人
︑
切
符
衆
一
〇
六
人
︑
餌
指
四
人
の

名
前
が
あ
り
︑
組
の
総
人
数
と
し
て
足
軽
五
百
人
・
中
間
四
百
人
が
記
さ
れ
て

い
る（

53
）

︒
一
方
︑
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
家
臣
団
は
︑
分
限
帳
の
記
載
に

よ
れ
ば
︑
足
軽
以
下
を
除
い
て
︑
知
行
取
が
五
四
五
人
（
荒
地
取
郷
士
を
除
く
）︑

蔵
米
取
が
四
四
三
人
い
た
︒
慶
長
七
年
以
降
の
家
臣
の
増
減
は
︑
現
存
す
る
分

限
帳
が
少
な
い
の
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
文
政

十
三
年
の
状
況
と
慶
長
七
年
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
︑
領
地
は
約
一
・
七
倍
に

な
っ
た
が
︑
知
行
取
は
約
一
・
八
倍
︑
蔵
米
取
は
約
四
・
二
倍
と
な
っ
た
と
言

え
る
︒

　
知
行
取
は
︑
領
地
の
拡
大
に
従
い
︑
そ
れ
相
応
の
増
員
が
な
さ
れ
た
︒
彦
根

城
下
の
拝
領
屋
敷
の
場
所
を
記
す
「
家
並
帳
」
に
よ
れ
ば
︑
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）
に
知
行
取
は
少
な
く
と
も
四
八
五
人
い
た（

54
）

︒
そ
の
中
に
定
府
家

臣
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
大
幅
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な
増
員
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒「
由
緒
帳
」
に
よ
れ
ば
︑

増
員
の
理
由
と
し
て
︑
近
世
初
期
に
は
牢
人
の
召
し
抱
え
や
御
中
小
姓
以
下
の

昇
格
も
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
の
主
な
原
因
は
次
三
男
に
よ
る
分
家
の
取
立
で

あ
っ
た
︒
十
九
世
紀
以
降
で
も
︑
定
府
を
願
い
出
た
知
行
取
の
次
三
男
や
御
騎

馬
徒
に
新
知
を
与
え
た
例
が
見
ら
れ
る
︒

　
一
方
︑
蔵
米
取
は
十
八
万
石
当
時
と
比
べ
て
大
幅
な
水
増
し
が
あ
っ
た
よ
う

に
見
え
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
文
政
十
三
年
当
時
︑
蔵
米
取
の

う
ち
︑
足
軽
以
下
か
ら
昇
格
し
た
伊
賀
御
歩
行
と
七
十
人
御
歩
行
は
八
十
四
人
︑

家
臣
の
子
息
で
御
騎
馬
徒
・
御
歩
行
に
召
出
さ
れ
た
者
は
一
二
二
人
い
た
︒
そ

れ
以
外
の
蔵
米
取
家
臣
は
二
三
七
人
で
︑
慶
長
七
年
の
約
二
・
二
倍
で
あ
り
︑

加
封
の
倍
率
を
や
や
上
回
っ
た
程
度
で
あ
る
︒
蔵
米
取
の
増
員
は
︑「
由
緒
帳
」

に
よ
れ
ば
家
中
の
次
三
男
に
分
家
を
取
立
さ
せ
た
例
が
多
い
が
︑
浪
人
・
陪
臣

の
取
立
︑
大
奥
老
女
の
勤
功
を
賞
し
て
名
跡
を
残
さ
せ
た
例
も
あ
る
︒

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
領
内
支
配
機
構
が
整
備
さ
れ
る
に
従
い
︑
家
臣

団
の
強
化
を
図
る
大
名
家
が
多
い
な
か
で
︑
井
伊
家
に
お
け
る
家
臣
の
新
規
取

立
は
か
な
り
控
え
め
で
あ
っ
た
︒
知
行
取
に
関
し
て
は
︑
戦
国
期
な
い
し
近
世

初
期
に
一
般
的
だ
っ
た
番
方
・
役
方
の
兼
任
体
制
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
て
い
た
︒

一
方
︑
蔵
米
取
に
関
し
て
は
︑
部
屋
住
の
登
用
や
足
軽
以
下
の
者
の
昇
格
に

よ
っ
て
人
員
を
確
保
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
施
策
は
財
政
難
に
よ
る
も
の
か
︑

あ
る
い
は
旧
例
を
重
ん
じ
た
た
め
か
︑
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
結
果
と
し

て
︑
無
役
の
家
臣
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
評
価
に
値
す

る
︒

　

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
︑
溜
間
詰
の
大
名
の
一
例
と
し
て
︑
彦
根
井
伊
家
の
身
分
構
造
に

つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
︒
最
後
に
︑
井
伊
家
の
事
例
を
十
九
世
紀
前
半
の
萩

毛
利
家
（
大
広
間
︑
三
六
万
九
千
石
）・
尾
張
徳
川
家
（
大
廊
下
︑
六
一
万

五
九
〇
〇
石
）
の
そ
れ（

55
）

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
大
名
の
家
臣
団
の
身

分
構
造
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
井
伊
家
家
臣
は
所
属
階
層
に
お
い
て
侍
と
三
御
歩
行
に
大
別
さ
れ
て

い
た
︒
両
者
は
︑
相
続
・
御
目
見
の
仕
方
・
役
職
の
任
免
に
お
い
て
大
き
な
違

い
が
あ
っ
た
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
徳
川
取
立
大
名
の
家
臣
団
編
成
は
︑
徳
川
将

軍
家
の
番
方
・
役
方
の
組
織
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ

が
ち
で
あ
る
が
︑
井
伊
家
は
そ
う
で
は
な
く
︑
独
自
の
組
織
を
有
し
た
︒
こ
の

点
に
お
い
て
は
︑
同
じ
徳
川
取
立
大
名
の
尾
張
徳
川
家
と
異
な
り
︑
旧
族
大
名

の
萩
毛
利
家
に
近
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　
次
に
︑
井
伊
家
の
家
臣
は
︑
給
禄
の
支
給
方
式
に
お
い
て
知
行
取
と
蔵
米
取

に
区
別
さ
れ
た
︒
両
者
は
︑
諸
役
職
に
対
す
る
就
任
率
・
騎
馬
の
資
格
に
お
い

て
異
な
っ
た
︒
知
行
取
と
蔵
米
取
を
合
わ
せ
て
︑
家
臣
団
の
全
体
的
な
石
高
分

布
の
傾
向
と
し
て
︑
千
石
以
上
の
家
臣
が
僅
少
で
︑
二
百
石
未
満
の
家
臣
が
約

七
割
を
占
め
た
︒
こ
の
点
に
お
い
て
は
︑
領
地
の
規
模
や
家
臣
団
の
人
数
が
異
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な
る
も
の
の
︑
萩
毛
利
家
や
尾
張
徳
川
家
と
共
通
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
三
家
に

に
お
い
て
︑
千
石
以
上
の
石
高
は
︑
家
老
や
士
大
将
を
勤
め
︑
広
大
な
領
地
と

自
前
の
家
臣
団
を
有
し
た
階
層
を
示
す
基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
︒
一
方
︑

千
石
未
満
の
家
臣
に
関
し
て
は
︑
給
禄
で
役
職
の
就
任
・
生
活
様
式
な
ど
が
明

確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
三
家
と
も
に
物
頭
の
給
禄
は

二
百
石
以
上
が
基
本
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
れ
未
満
は
平
侍
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
所
属
階
層
・
給
禄
・
相
続
・
御
目
見
・
役
職
・
騎
馬
の
資
格

は
︑
い
ず
れ
も
近
世
武
士
の
地
位
を
評
価
す
る
基
準
で
あ
っ
た
︒
注
意
す
べ
き

は
︑
家
臣
団
全
員
が
こ
れ
ら
の
基
準
で
同
じ
評
価
を
得
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
︒
彦
根
井
伊
家
の
場
合
︑
三
御
歩
行
は
全
て
蔵
米
取
で
あ
っ
た
が
︑

侍
は
知
行
取
と
蔵
米
取
の
双
方
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
侍
は
徳
川
将
軍
家

で
い
う
御
目
見
以
上
の
資
格
を
有
し
︑
知
行
を
与
え
ら
れ
た
者
は
さ
ら
に
騎
馬

が
許
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
全
て
の
基
準
に
お
い
て
優
位
で
あ
っ
た
の

は
知
行
百
石
以
上
の
侍
の
み
で
︑
そ
れ
未
満
は
基
準
ご
と
に
評
価
が
異
な
り
︑

地
位
の
不
整
合（

56
）

が
あ
っ
た
︒
家
臣
団
の
下
層
部
に
地
位
の
不
整
合
が
あ
っ
た
の

は
︑
萩
毛
利
家
や
尾
張
徳
川
家
と
共
通
す
る
︒
た
だ
し
︑
大
名
家
ご
と
に
御
目

見
や
騎
馬
の
資
格
な
ど
に
関
す
る
基
準
が
異
な
る
た
め
︑
地
位
の
不
整
合
が
あ

る
家
臣
の
割
合
は
異
な
る（

57
）

︒

　
ま
た
︑
井
伊
家
で
は
︑
御
歩
行
以
上
の
階
層
に
お
い
て
︑
部
屋
住
で
召
し
出

さ
れ
た
者
が
約
一
割
を
占
め
た
点
に
お
い
て
︑
尾
張
徳
川
家
と
共
通
す
る
︒
徳

川
将
軍
家
や
多
く
の
大
名
家
で
は
︑
十
七
世
紀
半
ば
以
降
︑
財
政
上
の
理
由
に

よ
っ
て
同
じ
家
か
ら
複
数
の
人
を
奉
公
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た（

58
）

︒
井
伊

家
は
十
七
世
紀
末
以
降
︑
家
臣
に
対
し
て
上
げ
米
・
半
知
を
何
度
も
発
令
し
て

き
た（

59
）

の
で
︑
他
の
大
名
家
と
比
べ
て
格
別
に
豊
か
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

そ
れ
で
も
部
屋
住
の
者
を
多
く
登
用
で
き
た
の
は
︑
近
世
初
期
の
藩
政
機
構
の

整
備
過
程
に
お
い
て
家
臣
の
増
員
を
控
え
た
こ
と
︑
さ
ら
に
家
督
時
に
夭
死
・

幼
年
家
督
な
ど
様
々
な
理
由
で
減
知
す
る
慣
例
を
設
け
た
の
で
︑
減
知
分
を
部

屋
住
で
奉
公
す
る
者
の
給
禄
に
当
て
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
近
世
の
武
士
は
︑
高
禄
な
知
行
取
か
つ
御
目
見
以

上
で
あ
る
騎
士
と
︑
低
禄
な
蔵
米
取
か
つ
御
目
見
以
下
で
あ
る
歩
兵
と
い
っ
た

よ
う
に
︑
単
純
に
把
握
で
き
る
社
会
階
層
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
︒
地
位
の
不
整
合
が
あ
る
家
臣
は
︑
武
士
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き

ず
︑
役
職
の
就
任
に
お
い
て
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
︑
現
状
に
対
す
る
不
満
を

常
に
味
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
現
象
は
幕
末
期
の
倒
幕

に
参
加
し
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
︑
三
つ
の
大
名
家
に
共
通
し
て
存
在
し
た
の

で
︑
武
士
社
会
の
内
部
に
存
在
し
た
矛
盾
を
維
新
の
変
革
と
直
ち
に
関
連
付
け

る
の
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
大
名
家
で
は
︑
最
幕

末
に
至
る
ま
で
目
立
っ
た
人
材
登
用
が
無
く
と
も
︑
徳
川
将
軍
家
の
よ
う
な

「
家
」
単
位
で
の
登
用
で
は
な
く
︑
個
人
単
位
の
奉
公
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
も
注
意
に
値
す
る
︒
こ
れ
ら
の
事
象
は
︑
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
︑
大
名
家

臣
が
倒
幕
に
身
を
投
じ
る
こ
と
や
︑
武
士
身
分
の
崩
壊
を
考
え
る
際
︑
重
要
な

背
景
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
︒
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な
お
︑
史
料
的
制
約
に
よ
り
︑
本
稿
で
は
そ
の
実
態
に
つ
い
て
不
明
と
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
荒
地
取
郷
士
や
足
軽
以
下
に
関
し
て
は
︑
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
︒

注（
1
）  

明
治
維
新
史
研
究
で
は
︑
下
級
武
士
が
貧
乏
で
役
職
の
就
任
に
つ
い
て
も
世
襲
身
分

に
よ
る
厳
し
い
制
限
が
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
よ
う
な
現
状
に
不
満
を
持
っ
た
こ
と
に
明

治
維
新
の
原
動
力
を
求
め
る
論
が
多
い
︒
木
村
礎
『
下
級
武
士
論
』（
塙
書
房
︑

一
九
六
六
年
）
に
集
大
成
さ
れ
た
「
下
級
武
士
論
」
や
ト
マ
ス
・
Ｓ
・
ス
ミ
ス
『
日
本

社
会
史
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
─
─
工
業
化
の
内
在
的
諸
要
因
　
一
七
五
〇
︱

一
九
二
〇
年
─
─
︹
増
補
版
︺』（
大
島
真
理
夫
訳
︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
）

が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
園
田
英
弘
『
西
洋
化
の
構
造
─
─
黒
船
・
武
士
・

国
家
─
─
』（
思
文
閣
︑
一
九
九
三
年
）
は
最
幕
末
の
軍
事
改
革
に
お
い
て
人
材
登
用
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
従
来
の
身
分
構
造
の
崩
壊
に
つ
な
が
っ
た
と
論
じ
て
い
る
︒

（
2
）  

彦
根
井
伊
家
に
関
し
て
は
小
宮
山
敏
和
『
譜
代
大
名
の
創
出
と
幕
藩
体
制
』（
吉
川
弘

文
館
︑二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
︒
他
の
大
名
家
に
関
す
る
主
な
研
究
書
は
︑谷
口
澄
夫
『
岡

山
藩
政
史
の
研
究
』（
塙
書
房
︑
一
九
六
四
年
）︑
藩
政
史
研
究
会
編
『
藩
制
成
立
史
の

綜
合
研
究
─
─
米
沢
藩
─
─
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
）︑
明
治
大
学
内
藤
家
文

書
研
究
会
編
『
譜
代
藩
の
研
究
─
─
譜
代
内
藤
藩
の
藩
政
と
藩
領
─
─
』（
八
木
書
店
︑

一
九
七
二
年
）︑
金
井
圓
『
藩
制
成
立
期
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
五
年
）︑
藤

野
保
編
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
─
─
藩
政
の
成
立
と
構
造
─
─
』（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
一
年
）︑原
昭
午
『
加
賀
藩
に
み
る
幕
藩
制
国
家
成
立
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
八
一
年
）︑
林
董
一
編
『
新
編
尾
張
藩
家
臣
団
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
九

年
）︑
藤
野
保
編
『
藩
体
制
の
形
成
』（
雄
山
閣
︑
一
九
九
三
年
）︑
高
野
信
治
『
近
世
大

名
家
臣
団
と
領
主
制
』（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

各
自
治
体
史
に
お
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
︒

（
3
）  

熊
谷
光
子
「
近
世
大
名
下
級
家
臣
団
の
構
造
的
分
析
─
─
豊
後
岡
藩
を
素
材
に
し
て

─
─
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
六
号
︑日
本
史
研
究
会
︑一
九
九
八
年
︑一
～
四
十
四
頁
）︑

磯
田
道
史
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
年
）
な

ど
︒

（
4
）  

前
掲
磯
田
︑
十
三
頁
︒

（
5
）  

そ
れ
以
降
は
︑
幕
末
期
の
改
革
を
通
じ
て
制
度
が
次
々
と
変
化
し
て
い
き
︑
従
来
の

組
織
体
制
が
変
容
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
諸
大
名
家
で
改
革
を

実
行
す
る
時
期
が
一
定
し
な
い
の
で
︑
比
較
が
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
︒

（
6
）  

拙
稿
「
幕
末
萩
毛
利
家
の
身
分
構
造
」『
年
報
地
域
文
化
研
究
』
第
十
七
号
︑
東
京
大

学
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
五
七
～
一
七
六
頁
）︒
同

「
幕
末
尾
張
徳
川
家
の
身
分
構
造
」（『
年
報
地
域
文
化
研
究
』
第
十
八
号
︑
東
京
大
学
総

合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
六
〇
～
一
九
一
頁
）︒

（
7
）  

中
村
直
勝
監
修
『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
彦
根
市
︑
一
九
六
〇
年
︑
四
八
二
～
五
〇
六
頁
︒

（
8
）  

彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
︑
彦
根
市
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
9
）  

岸
本
覚
「
彦
根
藩
と
相
州
警
衛
」
佐
々
木
克
編
『
幕
末
維
新
の
彦
根
藩
』
彦
根
市
立

教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
一
年
︑
十
一
～
五
十
九
頁
︒
母
利
美
和
「
近
世
大
名
家
臣
団
の

官
僚
制
と
軍
制
─
─
彦
根
井
伊
家
の
場
合
─
─
」『
史
窓
』
第
六
十
九
号
︑
京
都
女
子
大

学
史
学
会
︑
二
〇
一
三
年
二
月
︑
二
十
三
～
五
十
九
頁
︒

（
10
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
︑
一
二
四
頁
︒

（
11
）  

「
由
緒
帳
」
第
一
～
四
十
四
号
は
彦
根
城
博
物
館
編
『
侍
中
由
緒
帳
』（
彦
根
城
市
教

育
委
員
会
︑
一
九
九
四
年
～
現
在
︑
以
下
続
刊
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
︒

第
四
十
五
号
以
下
は
︑
彦
根
城
博
物
館
が
休
館
中
だ
っ
た
た
め
︑
群
馬
県
立
文
書
館
所

蔵
「
高
崎
藩
井
伊
家
史
料
」（
請
求
番
号
Ｐ
Ｆ
九
〇
〇
二
）
の
写
真
帳
を
利
用
し
た
︒
な

お
︑
本
稿
で
は
︑「
由
緒
帳
」
を
は
じ
め
︑
史
料
引
用
に
際
し
て
旧
仮
名
遣
い
や
旧
漢
字

は
原
文
の
ま
ま
に
す
る
︒
た
だ
し
︑
仮
名
の
合
字
や
漢
字
の
異
体
字
は
新
字
体
な
ど
に

改
め
る
︒
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（
12
）  
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵
「
高
崎
藩
井
伊
家
史
料
」（
請
求
番
号
Ｐ
Ｆ
九
〇
〇
二
）
の
写

真
帳
を
利
用
︒

（
13
）  

知
行
取
の
う
ち
︑
土
田
甚
五
郎
（
三
百
石
）
の
名
前
は
張
り
紙
で
抹
消
さ
れ
て
い
な

い
が
︑
表
1
の
知
行
取
家
臣
か
ら
排
除
し
た
︒
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
甚

五
郎
の
名
前
は
「
隠
居
」
の
部
分
に
も
あ
り
︑「
寅
三
十
六
歳
」「
他
堅
次
父
」
と
注
記

さ
れ
て
い
る
︒
他
堅
次
は
御
扶
持
方
取
衆
で
あ
り
︑「
本
知
三
百
石
︑
十
五
人
扶
持
」
と

記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
甚
五
郎
が
文
政
十
二
年
に
隠
居
し
た
こ

と
に
よ
り
︑
他
堅
次
が
土
田
家
を
継
い
だ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
甚
五
郎
の
名
前
が
抹

消
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
は
︑
単
な
る
作
業
の
ミ
ス
か
︑
張
り
紙
が
脱
落
し
た
な
ど

の
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
14
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
七
巻
︑
四
十
二
頁
︒
沢
村
軍
次
（
二
百
石
）
の
先
祖
の
由
緒
書
に

は
︑「
延
宝
六
戊
午
年
︑
不
調
法
之
御
訴
訟
申
上
︑
七
拾
六
人
一
統
ニ
御
追
放
被
仰
付
︑

元
禄
十
丁
丑
年
正
月
十
一
日
︑
御
勘
気
御
赦
免
︑
帰
参
被
仰
付
︑
難
有
奉
存
︑
二
月
廿

三
日
ニ
御
当
地
江
参
着
仕
候
︒
御
切
符
四
拾
俵
四
人
扶
持
拝
領
仕
候
」と
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
15
）  

御
扶
持
方
取
衆
の
金
子
虎
介
は
天
保
十
年
（
一
八
四
〇
）
に
新
知
五
十
石
を
与
え
ら

れ
た
が
︑
翌
年
に
絶
家
と
な
っ
た
︒
そ
の
由
緒
帳
に
は
︑「
家
名
断
絶
︑
武
具
・
馬
具
欠

所
︑苗
字
・
大
小
御
取
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
跡
絶
帳
」
第
六
冊
）︒
岡
沢
桂
三
（
八
十

石
）
は
︑「
父
千
蔵
不
都
合
之
筋
共
相
聞
江
候
ニ
付
︑
御
吟
味
有
之
処
︑
勝
手
向
以
之
外

持
崩
︑
誠
ニ
士
官
之
道
茂
難
相
立
︑
持
馬
ホ
茂
難
飼
立
躰
ニ
相
聞
江
︑
不
埒
至
極
ニ
付
︑

御
知
行
御
取
上
︑隠
居
被
仰
付
」
た
た
め
に
家
督
を
相
続
し
た
（「
由
緒
帳
」
第
五
十
号
）︒

一
方
︑「
京
都
上
使
行
列
絵
巻
」（
朝
尾
直
弘
編
『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』
彦
根
城

博
物
館
︑
二
〇
〇
四
年
︑
三
七
九
頁
）
に
は
︑
知
行
取
の
医
者
が
駕
籠
に
乗
っ
た
姿
が

描
か
れ
て
い
る
︒

（
16
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
四
八
一
～
四
八
二
頁
︒

（
17
）  

例
外
と
し
て
︑
一
五
〇
石
取
小
沢
内
蔵
太
の
養
子
小
沢
剛
八
︑
定
府
の
御
小
姓
に
は

二
百
石
取
の
荻
原
丹
下
の
養
子
兵
吾
が
御
小
姓
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

（
18
）  

「
由
緒
帳
」「
跡
絶
帳
」
に
よ
る
︒
御
小
姓
に
任
命
さ
れ
る
履
歴
は
︑
嫡
子
の
場
合
は

自
ら
の
由
緒
書
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
次
三
男
の
場
合
は
自
分
で
由
緒
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
な
く
︑
父
兄
の
由
緒
書
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
19
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
四
七
六
頁
︒

（
20
）  

「
跡
絶
帳
」
第
五
冊
︒
湯
本
一
藤
太
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
御
騎
馬
徒
と
し
て

召
し
出
さ
れ
た
が
︑
同
九
年
（
一
八
二
六
）
に
は
父
原
太
郎
が
役
母
衣
に
任
じ
た
た
め

に
御
中
小
姓
に
昇
格
し
た
︒

（
21
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
四
七
六
頁
︒

（
22
）  

「
分
限
帳
」
に
は
嫡
子
五
十
三
人
︑
次
三
男
一
人
︑「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
に

は
嫡
子
一
八
人
︑
次
三
男
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
次
三
男
は
一
代
切
で
登
用
さ
れ
た
︒

（
23
）  

吉
田
常
吉
『
井
伊
直
弼
』
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
三
年
︑
四
〇
六
頁
︒

（
24
）  

「
由
緒
帳
」
第
五
四
号
︒
石
原
小
七
郎
と
石
原
権
四
郎
は
筑
後
様
御
近
習
を
や
め
た
後
︑

御
騎
馬
徒
衆
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
秋
山
武
司
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
記
述

が
見
当
た
ら
な
い
が
︑
同
じ
く
御
騎
馬
徒
の
由
緒
帳
に
載
っ
て
い
る
の
で
︑
御
騎
馬
徒

の
格
式
を
有
し
た
と
推
察
で
き
る
︒

（
25
）  

「
由
緒
帳
」
第
六
十
号
︒
小
堀
富
之
進
の
由
緒
書
の
冒
頭
を
引
用
し
た
が
︑
分
家
取
立

の
者
を
除
き
︑
伊
賀
御
歩
行
は
ほ
ぼ
全
員
の
由
緒
書
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
26
）  

「
由
緒
帳
」
第
五
十
二
号
︒

（
27
）  

役
替
の
場
所
は
「
由
緒
帳
」
に
よ
る
︒
御
目
見
は
前
掲
『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』

に
収
録
さ
れ
た
「
正
月
御
礼
式
図
」「
朔
望
御
礼
式
図
」
に
よ
る
︒

（
28
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
十
四
巻
︑
二
六
八
～
二
八
〇
頁
︒
例
外
と
し
て
︑
定
府
家
臣
の
中

で
︑
木
村
忠
太
夫
は
七
十
人
御
歩
行
の
惣
領
で
あ
っ
た
が
︑
五
十
石
取
の
養
子
と
な
っ
た
︒

（
29
）  
「
由
緒
帳
」
第
六
十
号
︒
松
居
甚
平
︑
園
川
半
太
夫
︑
村
木
久
右
衛
門
︑
小
堀
冨
之
進

は
藤
堂
和
泉
守
の
家
臣
の
子
息
で
あ
り
︑
中
鱗
之
介
は
そ
の
領
内
の
伊
州
阿
拝
郡
郷
士

の
子
息
で
あ
っ
た
︒

（
30
）  

足
軽
の
実
態
に
つ
い
て
は
︑
母
利
美
和
「
彦
根
藩
足
軽
組
の
軍
事
編
成
と
組
織
運
営
」

（『
史
窓
』
第
六
十
九
号
︑
京
都
女
子
大
学
史
学
会
︑
二
〇
一
二
年
二
月
︑
二
十
七
～
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六
十
七
頁
）
に
詳
し
い
︒

（
31
）  
表
1
に
よ
れ
ば
︑
蔵
米
取
家
臣
の
人
数
は
計
四
四
三
人
で
あ
る
が
︑
定
府
の
御
扶
持

方
取
衆
の
中
で
︑
大
久
保
兵
司
は
「
定
府
分
限
幷
子
共
年
付
帳
」
で
「
家
族
ニ
応
シ
壱

人
扶
持
ツ
ヽ
被
下
置
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
家
族
が
何
人
い
た
か
不
明
な
の
で
︑

分
析
か
ら
外
し
た
︒

（
32
）  

「
彦
根
藩
切
米
扶
持
書
上
」
藤
井
譲
治
編
『
彦
根
藩
の
藩
政
機
構
』
彦
根
城
博
物
館
︑

二
〇
〇
三
年
︑
三
一
六
～
三
二
四
頁
︒
最
幕
末
の
史
料
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
一

人
扶
持
は
四
俵
二
斗
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
一
俵
は
四
斗
入
り
な
の
で
︑
四
俵

二
斗
は
一
石
八
斗
で
あ
り
︑
知
行
四
石
五
斗
に
相
当
す
る
︒

（
33
）  

給
金
を
与
え
ら
れ
た
者
は
全
て
定
府
で
あ
っ
た
︒
文
政
十
三
年
当
時
︑
江
戸
で
は
金

一
両
で
米
一
石
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
（
岩
橋
勝
『
近
世
日
本
物
価
史
の
研
究
』
大
原

新
生
社
︑
一
九
八
一
年
︑
四
六
四
頁
）︒
一
俵
は
四
斗
入
り
な
の
で
︑
米
一
石
は
二
・
五

俵
に
相
当
す
る
︒
一
両
で
約
一
・
九
俵
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
︒
五
両
二
分
で
購
入
で

き
る
額
は
約
十
俵
余
で
︑
知
行
十
石
余
に
相
当
す
る
︒

（
34
）  

「
跡
絶
帳
」
第
六
冊
︒
小
沢
内
蔵
太
（
一
五
〇
石
）
は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
二

月
二
日
に
大
殿
様
御
小
納
戸
役
に
任
命
さ
れ
︑
同
年
十
二
月
十
九
日
「
御
役
儀
無
滞
相

勤
候
ニ
付
︑
五
拾
俵
御
役
料
米
被
下
置
」
た
︒

（
35
）  

彦
根
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
彦
根
市
︑
二
〇
〇
二
年
︑

八
九
七
頁
︑
史
料
五
一
四
︒
二
五
〇
〇
石
以
上
の
八
家
は
︑
木
俣
土
佐
・
庵
原
助
右
衛
門
・

長
野
百
次
郎
・
西
郷
軍
之
助
・
脇
伊
織
・
中
野
三
季
介
・
三
浦
内
膳
お
よ
び
宇
津
木
弥

平
太
で
あ
る
︒
中
野
以
下
の
三
人
を
除
い
た
五
人
は
当
時
家
老
を
勤
め
て
い
た
︒

（
36
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
八
九
六
～
八
九
七
頁
︑
史
料
五
一
三
︒

（
37
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
八
巻
︑
三
〇
八
～
三
二
〇
頁
︒
な
お
︑
岡
本
半
右
衛
門
は
文
政
元

年
に
三
十
石
を
加
増
さ
れ
た
た
め
︑「
分
限
帳
」
で
は
一
五
〇
石
取
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
︒

（
38
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
二
巻
︑
二
一
四
頁
︒
当
時
御
中
老
に
任
じ
た
宇
津
木
兵
庫
（
四
千

石
）
の
由
緒
書
に
は
︑「
享
和
元
辛
酉
年
二
月
廿
一
日
︑
定
録
以
後
御
止
可
被
遊
旨
被
仰

出
候
ニ
付
︑
於
御
用
部
屋
内
御
書
拝
見
被
仰
付
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
39
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
十
三
巻
︑
一
一
四
～
一
二
一
頁
︒

（
40
）  

一
二
〇
石
取
の
う
ち
一
人
︑
百
石
取
の
う
ち
一
人
は
由
緒
帳
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑

定
禄
に
よ
る
加
増
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
︒

（
41
）  

「
伊
賀
歩
行
由
緒
帳
」
第
六
十
号
︑
園
川
丑
太
郎
・
鶴
見
万
太
郎
の
項
︒

（
42
）  

御
騎
馬
徒
の
う
ち
︑
御
鷹
向
御
用
を
勤
め
た
松
村
丹
五
郎
は
三
人
扶
持
︑
御
右
筆
を

勤
め
た
上
林
覚
治
は
四
人
扶
持
︑
御
儒
者
飯
田
貢
の
養
子
で
「
家
芸
」
の
た
め
に
御
直

勤
書
記
役
見
習
を
勤
め
た
飯
田
一
蔵
は
五
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
（「
跡
絶
帳
」
第
五
冊
︑

「
侍
中
由
緒
帳
」
第
三
十
六
号
・
四
十
五
号
）︒
ま
た
︑
浪
人
で
高
麗
流
八
條
家
馬
術
が

得
意
な
伊
藤
佐
馬
太
郎
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
十
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
︑
同

十
三
年
に
御
騎
馬
徒
に
取
り
立
て
ら
れ
︑
十
人
扶
持
を
加
増
さ
れ
た
（「
侍
中
由
緒
帳
」

第
五
十
七
号
）︒

（
43
）  

「
被
仰
出
候
事
共
之
留
」『
彦
根
藩
の
藩
政
機
構
』
二
三
〇
頁
︒

（
44
）  

『
侍
中
由
緒
帳
』
第
四
巻
︑
五
三
頁
︒『
侍
中
由
緒
帳
』
第
五
巻
︑
三
十
八
頁
︒
彦
根

城
博
物
館
蔵
「
物
頭
代
々
記
」（
調
査
番
号
三
一
四
七
〇
）︒

（
45
）  

母
利
美
和
は
文
政
末
年
の
「
分
限
帳
」
と
「
役
附
帳
」
を
用
い
て
︑「
近
世
後
期
で
は

給
人
四
七
五
人
の
内
︑
四
一
八
人
が
『
役
儀
』
を
担
っ
て
お
り
︑
病
気
︑
家
督
相
続
後

の
幼
年
︑
家
内
財
政
困
窮
に
よ
る
役
儀
免
除
︑
謹
慎
処
分
に
よ
る
役
儀
罷
免
な
ど
の
事

情
に
よ
り
︑
一
部
『
役
儀
』
に
就
か
な
い
も
の
が
あ
る
が
︑
基
本
的
に
適
齢
・
適
格
で

あ
れ
ば
『
役
儀
』
に
就
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
体
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
論

じ
て
い
る
（
前
掲
母
利
「
近
世
大
名
家
臣
団
の
官
僚
制
と
軍
制
」
四
十
一
頁
）︒
し
か
し
︑

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
「
四
一
八
」
と
い
う
数
字
は
︑
弘
道
館
役
人
・

定
府
役
人
を
除
い
た
総
件
数
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
主
体
は
知
行
取
で
あ
る
が
︑

兼
任
に
よ
る
重
複
記
載
や
御
中
小
姓
以
下
の
階
層
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
給
人
す
な

わ
ち
知
行
取
の
任
職
率
の
論
拠
と
し
て
使
う
に
は
適
さ
な
い
︒
な
お
︑
給
人
の
人
数
が

本
稿
で
提
示
し
た
在
国
知
行
取
の
人
数
と
若
干
異
な
っ
た
の
は
︑
文
政
十
一
年
を
基
準

に
し
た
た
め
と
推
測
す
る
︒
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（
46
）  
例
外
と
し
て
︑
装
束
附
役
は
御
騎
馬
徒
衆
と
御
歩
行
が
一
緒
に
任
職
す
る
こ
と
が
見

ら
れ
る
︒

（
47
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
二
巻
︑
六
二
一
～
六
二
六
頁
︒

（
48
）  

彦
根
市
立
図
書
館
蔵
「
役
人
帳
」︒
こ
れ
は
「
役
附
帳
」
と
同
じ
形
式
の
史
料
で
あ
り
︑

諸
役
の
就
任
時
期
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
後
世
の
写
本
で
あ
る
が
︑
原
本
は
記
載
の
人
名

と
就
任
時
期
か
ら
文
政
十
三
年
九
月
二
十
一
日
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
︒

番
足
軽
支
配
の
三
人
の
う
ち
︑
西
郷
精
太
・
富
田
兵
記
に
つ
い
て
は
「
中
屋
敷
番
足
軽

預
ケ
」︑
藤
堂
次
郎
太
夫
は
「
八
丁
堀
屋
敷
番
足
軽
預
ケ
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
︒
八
丁

堀
屋
敷
は
南
八
丁
堀
に
位
置
す
る
井
伊
家
の
蔵
屋
敷
で
あ
る
︒
番
足
軽
を
江
戸
詰
の
足

軽
が
勤
め
た
可
能
性
は
あ
る
が
︑
関
係
史
料
が
少
な
い
た
め
︑
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
︒

（
49
）  

『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』
四
〇
三
頁
︒

（
50
）  

前
掲
母
利
「
近
世
大
名
家
臣
団
の
官
僚
制
と
軍
制
」
二
十
五
～
二
十
六
頁
︒

（
51
）  

橋
本
昭
彦
『
江
戸
幕
府
試
験
制
度
史
の
研
究
』
風
間
書
房
︑
一
九
九
三
年
︑
一
一
九
頁
︒

（
52
）  

北
元
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
岩
波
書
店
︑
一
九
六
四
年
︑
一
五
〇
～

一
五
一
頁
︑
一
六
二
～
一
六
七
頁
︒

（
53
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
三
五
二
～
三
六
二
頁
︑
史
料
二
二
三
︒
他
に
︑
御
扶
持

方
取
衆
・
但
隠
居
共
三
十
四
人
︑
御
女
房
衆
並
下
女
共
三
十
四
人
の
名
前
も
記
さ
れ
て

い
る
︒

（
54
）  

『
新
修
彦
根
市
史
』
第
六
巻
︑
三
九
五
～
四
〇
六
頁
︑
史
料
二
二
七
︒

（
55
）  

前
掲
拙
稿
︒

（
56
）  

森
間
清
美
ほ
か
編
『
新
社
会
学
辞
典
』
有
斐
閣
︑
一
九
九
三
年
︑
九
九
五
頁
︒
個
人

の
社
会
的
地
位
は
富
・
権
力
・
威
信
・
知
識
な
ど
複
数
の
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
︒
一
つ
の
構
成
要
素
で
高
く
ラ
ン
ク
さ
れ
る
者
が
他
の
構
成
要
素
に
お
い
て
も
同

等
に
高
く
ラ
ン
ク
さ
れ
る
よ
う
な
整
合
し
た
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
時
︑
地
位

の
整
合
が
存
在
す
る
と
い
う
︒
反
対
に
︑
各
要
素
に
お
い
て
高
低
が
様
々
で
︑
要
素
間

に
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
ず
不
整
合
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
時
︑
地
位
の
不
整
合
が

存
在
す
る
と
い
う
︒

（
57
）  

井
伊
家
の
場
合
︑
地
位
の
不
整
合
が
あ
っ
た
者
は
約
五
割
を
占
め
て
い
た
︒
萩
毛
利

家
の
場
合
︑
一
六
〇
石
未
満
の
階
層
に
は
御
目
見
以
上
で
騎
馬
の
資
格
の
な
い
者
や
御

目
見
以
下
の
者
が
入
り
混
じ
っ
て
お
り
︑
地
位
の
不
整
合
が
観
察
さ
れ
た
︒
徒
以
上
の

家
臣
二
四
五
六
人
の
う
ち
︑
一
六
〇
石
未
満
の
者
は
二
〇
三
六
人
で
あ
り
︑
約
八
割
を

占
め
て
い
た
︒
一
方
︑
尾
張
徳
川
家
の
場
合
︑
役
職
の
就
任
に
お
い
て
足
高
制
を
実
施

し
て
い
た
の
で
︑
持
高
と
現
高
（
足
高
を
含
む
給
禄
）
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

持
高
の
場
合
は
︑
御
目
見
以
下
の
者
に
世
襲
が
許
さ
れ
な
い
者
が
多
く
い
た
の
で
︑
地

位
の
不
整
合
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
御
目
見
以
上
・
以

下
の
者
が
給
禄
で
区
別
さ
れ
た
の
で
︑
そ
の
点
に
お
い
て
は
地
位
の
不
整
合
が
ほ
と
ん

ど
な
い
と
推
測
で
き
よ
う
︒
御
目
見
以
上
の
階
層
に
は
︑
騎
馬
の
資
格
と
給
禄
の
多
寡

が
噛
み
合
わ
な
い
た
め
︑
地
位
の
不
整
合
が
観
察
さ
れ
た
が
︑
役
職
の
就
任
に
よ
っ
て

騎
馬
の
資
格
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
不
整
合
の
割
合
は
常
に
浮
動
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
一
方
︑
現
高
の
場
合
︑
百
石
未
満
の
階
層
に
は
御
目
見
以
上
・

以
下
の
者
や
馬
上
・
歩
行
の
者
が
入
り
混
じ
っ
て
お
り
︑
地
位
の
不
整
合
が
観
察
さ
れ

た
︒
徒
以
上
の
家
臣
二
六
四
〇
人
の
う
ち
︑
現
高
百
石
未
満
の
者
は
九
九
二
人
で
あ
り
︑

約
四
割
を
占
め
て
い
た
︒

（
58
）  

た
と
え
ば
︑
徳
川
将
軍
家
で
は
「
惣
御
番
入
」
と
称
し
て
︑
当
主
が
番
方
・
役
方
に

就
い
て
い
る
旗
本
の
惣
領
・
次
三
男
を
五
番
方
の
番
士
と
し
て
登
用
す
る
制
度
が
あ
っ

た
が
︑
十
八
世
紀
以
降
は
当
主
が
長
年
勤
務
す
る
こ
と
や
武
芸
に
優
れ
る
こ
と
を
条
件

と
す
る
「
惣
領
番
入
」
制
に
切
り
替
え
た
（
横
山
輝
樹
「
惣
領
番
入
制
度
︑
そ
の
成
立

と
意
義
─
─
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て
─
─
」『
日
本
研
究
』
第
四
十
五
集
︑
国

際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
二
年
︑
五
十
三
～
五
十
四
頁
）︒
福
岡
黒
田
家
は
十
七

世
紀
後
半
に
お
い
て
︑
従
来
の
よ
う
に
家
臣
の
子
息
を
全
員
召
抱
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

知
行
取
の
子
息
に
御
歩
行
衆
な
ど
を
勤
め
さ
せ
る
の
が
精
一
杯
で
あ
る
と
い
う
法
令
を

発
布
し
た
（
服
藤
弘
司
『
相
続
法
の
特
質
』
創
文
社
︑
一
九
八
二
年
︑
五
一
九
頁
）︒

（
59
）  

『
彦
根
市
史
』
上
冊
︑
六
二
四
～
六
二
五
頁
︒
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は
じ
め
に

　
子
ど
も
の
性
を
よ
り
よ
い
方
向
に
導
く
た
め
に
︑
子
ど
も
に
「
正
し
い
」
性

知
識
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
も
し
く
は
そ
の
他
の
教
育
的
導
き
を
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
す
る
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
そ
れ
に
賛
否
の
声
は
あ
る
に
せ
よ
︑

日
本
に
お
い
て
な
じ
み
深
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒〝
性
教
育
〟
論
を
推
進
す

る
人
々
か
ら
す
れ
ば
︑
と
か
く
若
年
層
の
も
つ
性
知
識
は
つ
た
な
い
た
め
︑
他

者
と
の
性
関
係
や
そ
の
他
の
性
行
動
は
危
う
い
方
向
に
い
き
が
ち
で
あ
る
の
だ

と
い
う
︒
そ
の
た
め
彼
／
彼
女
た
ち
は
様
々
な
場
所
や
媒
体
で
︑「
正
し
い
」

性
知
識
を
子
ど
も
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
︑
あ
る
べ
き
方
向
に
導
こ

う
と
し
て
き
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
現
代
に
お
け
る
子
ど
も
の
性
を
め
ぐ
る
被

害
・
加
害
状
況
や
性
知
識
の
実
際
の
乏
し
さ
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
︑
妥
当
性
の
あ

る
試
み
だ
と
言
え
よ
う（

1
）

︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
〝
性
教
育
〟
論
は
日
本
に
お
い
て
い
つ
頃
か

ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
日
本
の
性
研
究
・
教
育
研
究
領
域
に
お

い
て
は
︑
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
は
じ
ま
り
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を

探
る
試
み
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
て
い
る
︒
た
だ
︑
先
行
研
究
が
示
す
歴
史

記
述
か
ら
は
︑〝
性
教
育
〟
論
に
関
す
る
議
論
の
変
容
や
誕
生
が
︑
日
本
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
文
化
現
象
で
あ
っ
た
の
か
︑
実
は
多
く
の
部
分
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
本
稿
は
︑
そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
批
判
・
検
討
を
通
じ
て
︑
改
め
て
日
本

の
性
教
育
史
を
再
構
成
し
︑
よ
り
深
み
の
あ
る
歴
史
記
述
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
︒
後
述
す
る
理
由
か
ら
︑
本
稿
で
は
あ
る
優
れ
た
先
行
研
究
へ
の
批
判
検
討

を
軸
と
し
て
論
を
展
開
す
る
た
め
︑
分
析
時
期
は
近
世
後
期
～
明
治
後
期
ま
で

の
広
い
期
間
を
対
象
と
す
る
︒

日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
誕
生

小
泉
友
則
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な
お
︑
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
漢
文
や
人
名
︑
そ
れ
で
し
か
意
味
を
あ
ら
わ

せ
な
い
語
を
除
い
て
は
︑
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
引
用
文
の
旧
字
体
は
適
宜
現

代
の
も
の
に
改
め
た
︒
ま
た
︑
引
用
文
中
の
ル
ビ
や
句
読
点
は
筆
者
が
適
宜

補
っ
た
︒
本
論
で
取
り
扱
う
史
料
に
は
現
代
で
は
不
適
切
で
あ
る
表
現
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
当
時
の
表
現
の
ま

ま
記
す
︒

　

一
　
先
行
研
究
の
整
理
と
そ
こ
か
ら
見
え
る
展
望

（
一
）
先
行
研
究
の
紹
介

　
先
行
す
る
研
究
は
多
く
あ
る
が
︑
日
本
の
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
に
つ
い
て

取
り
上
げ
た
︑
よ
り
優
れ
た
研
究
と
し
て
は
茂
木
輝
順
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋

ね
る
～
戦
前
編
～
』（
二
〇
〇
九
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
理
由
と

し
て
は
︑
多
く
の
先
行
研
究
が
日
本
の
〝
性
教
育
〟
論
の
は
じ
ま
り
を
明
治
後

期
に
起
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し（

2
）

︑
茂
木
は
明
治
初
期
に
ま
で
そ
の
考
察
を

さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
る
点
と
︑
そ
の
他
少
数
の
明
治
初
中
期
の
〝
性
教
育
〟
論

や
そ
れ
に
関
す
る
議
論
に
触
れ
た
研
究
の
な
か
で
も
比
較
的
に
そ
の
時
期
の
こ

と
を
詳
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

3
）

︒
こ
れ
に
は
︑
茂
木
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
者

よ
り
も
単
純
に
資
料
発
掘
能
力
に
秀
で
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
が
︑
何
を

〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
視
点
を
比
較
的
明
確
に
持
っ

て
い
る
た
め
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
本
論
に
お
い
て
も
極
め

て
重
要
な
点
で
あ
る
た
め
︑
し
ば
し
茂
木
の
研
究
が
如
何
な
る
も
の
な
の
か
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
︒
し
か
し
︑
茂
木
の
視
点
の
茂
木
自
身
に
よ
る
説
明
は
︑

や
や
煩
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
以
下
︑
適
宜
言
葉
を
補
い
説
明
し
て

い
き
た
い
︒

　
茂
木
以
外
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
明
治
後
期
に
日
本
の
知
識
人
ら
が
提
言
し

た
「
性
欲
教
育
」「
色
情
の
教
育
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
ブ
ー
ム
と
い
う
解
り
易

い
事
象
を
〝
性
教
育
〟
論
の
起
点
と
し
て
い
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
︒

　
し
か
し
な
が
ら
茂
木
は
︑
こ
う
し
た
歴
史
的
事
象
を
重
視
し
つ
つ
も
︑
日
本

に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
を
よ
り
深
く
探
る
た
め
に
︑
こ
れ
ま
で
の
先

行
研
究
と
は
異
な
る
視
点
を
提
示
し
た（

4
）

︒
そ
れ
は
︑〝
性
教
育
〟
論
を
︑
様
々

な
性
に
関
す
る
教
育
論
が
集
合
し
た
「
枠
組
み
」
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
茂
木
は
︑
現
代
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
を
︑
そ
れ
を
構
成
す

る
要
素
の
教
育
論
ご
と
に
分
解
し
︑
そ
の
要
素
が
集
積
す
る
「
枠
組
み
」
が
形

成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
遡
及
的
に
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
ひ
と
ま
ず
茂
木
は
︑
一
連
の
教
育
論
が
「
性
教
育
」
と
い
う
よ
う
に
一

つ
の
言
葉
で
概
念
化
さ
れ
︑
言
い
換
え
れ
ば
一
つ
の
言
葉
で
纏
め
ら
れ
機
能
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の
か
を
探
る
と
し
た
︒
そ
れ
は
茂
木
が
︑

一
連
の
教
育
論
が
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
現
象
を
︑〝
性
教
育
〟

論
が
歴
史
の
な
か
で
強
い
「
枠
組
み
」
と
な
っ
た
瞬
間
と
し
て
特
に
重
要
な
現

象
だ
と
と
ら
え
た
た
め
で
あ
ろ
う（

5
）

︒
そ
の
た
め
︑
茂
木
の
研
究
に
お
い
て
︑

〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
は
︑
そ
の
概
念
化
が
始
ま
っ
て
以
降
に
も
と
め
ら
れ
て
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い
る
︒
本
稿
で
も
そ
れ
に
倣
い
︑
以
下
で
は
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
を
︑
一
連

の
教
育
論
の
概
念
化
が
生
じ
て
以
降
の
︑
強
い
「
枠
組
み
」
に
も
と
め
て
い
き

た
い
︒

　
そ
し
て
こ
の
視
点
に
よ
り
︑
茂
木
は
〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
す
る
以
前
の
︑

そ
の
源
流
に
位
置
づ
く
も
の
︑
す
な
わ
ち
概
念
化
が
生
じ
る
以
前
の
弱
い
「
枠

組
み
」
と
し
て
の
教
育
論
の
み
が
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
︒
こ
の
様
な
視
点
か
ら
茂
木
が
提
示
し
た
日
本
の
〝
性
教
育
〟
の

源
流
と
誕
生
は
︑
整
理
す
る
と
左
記
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
︒

①  

日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
呼
び
う
る
も
の
は
︑
明
治
初

期
ご
ろ
か
ら
日
本
に
お
い
て
出
版
さ
れ
は
じ
め
る
︑『
造
化
機
論
』
な

ど
の
近
代
西
洋
の
性
知
識
を
紹
介
す
る
性
科
学
関
連
書
出
版
ブ
ー
ム
︑

い
わ
ゆ
る
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

る
︒
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
「
性
教
育
」「
性
欲
教
育
」
と
い
う
よ
う

な
一
連
の
教
育
論
を
概
念
化
す
る
言
葉
こ
そ
現
れ
な
か
っ
た
が
︑
そ
の

よ
う
な
性
科
学
関
連
書
籍
の
な
か
で
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
禁
止
論
や
︑

性
へ
の
関
心
や
欲
望
を
持
つ
子
ど
も
に
︑「
正
し
い
」
性
知
識
を
与
え

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
な
ど
の
︑〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
な
る

弱
い
「
枠
組
み
」
と
し
て
の
教
育
論
は
見
ら
れ
た
︒

②  

明
治
中
期
に
な
る
と
︑
性
に
関
す
る
一
連
の
教
育
論
を
総
称
す
る
「
性

育
」
な
る
概
念
が
欧
米
のsexual education

概
念
を
翻
訳
す
る
形
で
あ

ら
わ
れ
︑〝
性
教
育
〟
論
の
強
い
「
枠
組
み
」
の
出
現
︑
す
な
わ
ち
〝
性

教
育
〟
論
が
誕
生
す
る
︒
し
か
し
︑
明
治
中
期
に
お
い
て
は
ご
く
ご
く

一
部
の
学
者
が
こ
う
し
た
議
論
に
注
目
す
る
の
み
で
あ
り
︑
そ
の
社
会

的
な
影
響
は
皆
無
で
あ
っ
た
︒

③  

明
治
後
期
に
な
る
と
︑
欧
米
︑
特
に
ド
イ
ツ
の
〝
性
教
育
〟
論
を
日
本

に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
学
者
群
や
︑
そ
れ
ら
を
日
本
に
実
際
に
導
入

す
べ
き
か
否
か
な
ど
の
是
非
を
問
う
議
論
が
多
く
出
現
し
は
じ
め
る
︒

こ
の
時
期
︑〝
性
教
育
〟
論
は
「
性
欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
と

い
う
概
念
で
議
論
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
〝
性
教
育
〟
論
は
こ
の

時
期
の
多
数
の
新
聞
・
雑
誌
で
議
論
さ
れ
︑
認
知
度
の
拡
大
・
議
論
の

深
化
が
な
さ
れ
て
い
く
︒

④  

大
正
期
に
入
る
と
︑「
性
教
育
」
と
い
う
概
念
自
体
も
つ
い
に
誕
生
す
る
︒

こ
の
概
念
の
誕
生
以
降
︑
こ
れ
ま
で
主
流
の
概
念
で
あ
っ
た
「
性
欲
教

育
」
な
ど
は
︑
よ
り
多
様
な
意
味
を
含
み
う
る
「
性
教
育
」
へ
と
転
換

し
て
い
く
︒
こ
の
変
化
は
︑「
性
欲
」
よ
り
も
「
性
」
の
方
が
よ
り
意

味
が
限
定
さ
れ
ず
︑
ま
た
︑
教
育
的
な
概
念
と
し
て
用
い
や
す
い
と
い

う
点
で
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
概
念
の
変
動
も
あ
り
︑

大
正
期
以
降
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
は
そ
れ
ま
で
よ
り
も
多
様
な
性
に

関
す
る
教
育
論
を
内
包
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
整
理
と
な
る
︒
こ
れ
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
よ
り
実
証
的
で
︑
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取
り
扱
わ
れ
た
時
期
の
広
さ
と
い
う
点
で
奥
行
き
の
あ
る
歴
史
記
述
と
な
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
な
ぜ
︑
茂
木
は
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
誕
生
以
前
の

源
流
を
探
る
試
み
に
お
い
て
明
治
初
期
を
起
点
に
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ

こ
に
は
茂
木
の
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
や
誕
生
を
記
述
す
る
際
の
︑
あ
る
前
提

が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
前
提
に
つ
い
て
も
茂
木
の
説
明
は
や

や
煩
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
︑
解
釈
可
能
な
た
め
︑
説
明
し
て
い
き
た
い
︒

（
二
）
先
行
研
究
の
検
討

　
茂
木
が
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
し
て
考
察
の
対
象
と
し
た
教
育
論
は
︑
明

治
期
以
降
の
近
代
西
洋
の
性
に
関
す
る
教
育
論
を
扱
っ
て
お
り
︑
近
代
以
前
に

日
本
で
主
張
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
色
」
や
「
淫
」
に
関
す
る
教
育
論
に
は
注

目
し
て
い
な
い（

6
）

︒
ど
う
も
︑
茂
木
は
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
や

誕
生
を
み
る
た
め
に
は
︑
近
代
西
洋
の
性
知
識
の
日
本
へ
の
流
入
に
注
目
す
れ

ば
十
分
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
確
か
に
︑
現
代
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教

育
論
の
一
つ
一
つ
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
細
か
な
論
理
は
変
わ
っ
て
い
く
に
せ
よ
︑

元
を
た
ど
れ
ば
近
代
西
洋
の
知
に
範
が
あ
る
も
の
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

で
あ
る
と
す
る
な
ら
︑
茂
木
の
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
や
誕
生
を
近
代
西
洋
に

も
と
め
る
考
え
は
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
と
言
え
る
︒
さ
し
ず
め
日
本
に

お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
は
︑
西
洋
の
性
知
識
が
な
け
れ
ば
成
り

立
た
な
い
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
茂
木
の
態
度

か
ら
︑
二
点
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
︒

　
ま
ず
第
一
に
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑

い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
が
近
代
西
洋
特
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問

で
あ
る
︒
実
は
︑
こ
の
こ
と
は
︑
研
究
史
上
あ
ま
り
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な

い
︒
茂
木
の
議
論
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育

論
の
由
来
や
文
化
性
に
つ
い
て
詳
細
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
そ

し
て
第
二
に
︑
近
代
西
洋
の
性
知
識
が
範
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑

明
治
期
以
前
の
洋
学
に
も
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問

も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
茂
木
の
姿
勢
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」

を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
文
化
性
に
注
目
す
る
視
点
の
希
薄
さ
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
に
お
い
て
〝
性
教
育
〟
論
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た

の
か
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
視
点
は
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
︒

　
ま
た
︑
こ
れ
と
関
連
し
︑
茂
木
の
研
究
は
大
き
な
問
題
点
を
は
ら
ん
で
い
る
︒

そ
れ
は
︑
先
に
解
説
し
た
茂
木
の
研
究
成
果
は
︑
日
本
の
性
教
育
史
に
お
い
て

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
一
つ
一
つ
の
歴
史
記
述
が

薄
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
茂
木
の
記
述
か
ら
は
︑
史
料
の
中
身
と
存
在
以
上

の
情
報
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
多
く
︑
こ
の
史
料
の
中
身
や
存
在
が
歴
史
上
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
が
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
の
形
成
過
程

に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
ひ
と
ま
ず
追
え
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
現

象
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
ど
の
よ
う
に
イ
ン
パ
ク
ト
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の
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
わ
か
っ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒

（
三
）
本
稿
の
指
針

　
以
上
の
よ
う
な
茂
木
の
研
究
の
批
判
的
検
討
か
ら
︑
今
後
の
性
教
育
史
の
展

望
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
稿
で
は
茂
木
の
視
点
を
継
承
し
な

が
ら
︑
筆
者
が
茂
木
を
批
判
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
︑
日
本
性
教
育
史
の
再
構

成
を
目
指
す
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
︑
茂
木
の
よ
う
に
︑〝
性
教
育
〟
論
を
様
々

な
性
に
関
す
る
教
育
論
が
集
合
し
た
「
枠
組
み
」
と
み
な
し
︑
そ
の
「
枠
組

み
」
の
要
素
と
な
る
教
育
論
の
出
自
を
よ
り
深
く
︑
遡
及
的
に
探
り
︑
そ
の
要

素
が
集
合
し
変
容
・
発
展
し
て
い
く
過
程
を
筆
者
な
り
に
再
構
成
す
る
︒
そ
の

中
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
す
る
過
程
は
も
ち
ろ
ん
︑
さ
ら
に
は
誕
生
し

た
〝
性
教
育
〟
論
の
認
知
度
の
拡
大
や
教
育
論
と
し
て
の
精
度
の
深
化
が
成
さ

れ
て
い
く
様
を
見
て
い
く
︒
そ
の
際
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
の
変
容
・

発
展
過
程
を
単
な
る
史
料
紹
介
レ
ベ
ル
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
変

容
・
発
展
が
日
本
文
化
に
と
っ
て
い
か
な
る
現
象
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
考

察
を
巡
ら
せ
て
い
き
た
い
︒
こ
の
こ
と
に
よ
り
︑
明
治
期
を
対
象
と
し
た
こ
れ

ま
で
の
性
教
育
史
の
よ
り
深
い
歴
史
記
述
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

　
具
体
的
に
は
︑
本
稿
で
は
左
記
の
諸
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
︒

　
Ⅰ
︑
現
代
に
ま
で
続
く
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育

論
は
︑
近
代
西
洋
特
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
現
代
や
明
治
期

に
お
い
て
も
〝
性
教
育
〟
論
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
教
育
論
で
あ
る
︑
⑴
子
ど

も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒
体
を
批
判
し
︑
そ
れ
と
の
接
触
に
注
意
を
促

す
教
育
論
︑
⑵
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
︑

⑶
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
（
手
淫
）
に
関
す
る
教
育
論
は
日
本
の
近
世
後
期
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︑
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
︒
現
代
に
お
け
る
〝
性
教

育
〟
論
は
こ
れ
ら
⑴
・
⑵
・
⑶
の
諸
要
素
以
外
に
も
様
々
な
も
の
を
含
む
が
︑

⑴
・
⑵
・
⑶
の
諸
要
素
は
そ
の
存
在
の
歴
史
的
な
継
続
性
の
有
無
を
史
料
に

よ
っ
て
比
較
的
判
断
し
や
す
く
︑
ま
た
︑
後
に
見
て
い
く
よ
う
に
明
治
期
の

〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
や
発
展
に
は
︑
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
存
在
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
る
︒
な
お
か
つ
現
代
に
お
い
て
も
い
ま
な
お
〝
性
教
育
〟
論
に
お
い

て
言
及
の
頻
度
が
高
い
諸
要
素
で
あ
る
︒
何
よ
り
︑
こ
れ
ら
諸
要
素
は
茂
木
が

〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
と
し
て
触
れ
た
も
の
で

あ
る
た
め
︑
先
行
研
究
か
ら
の
発
展
を
示
す
た
め
に
も
︑
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず

こ
れ
ら
を
調
査
対
象
と
す
る（

7
）

︒

　
Ⅱ
︑
Ⅰ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
以
前
︑
強
い
「
枠
組

み
」
の
誕
生
以
前
の
︑〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
言
え
る
も
の
を
近
世
後
期
に

見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
か
︒
こ
の
Ⅰ
・
Ⅱ
を
二
章
の
課
題
と
す
る
︒

　
Ⅲ
︑
Ⅰ
・
Ⅱ
で
の
検
討
か
ら
見
え
た
︑
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の

「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
め
ぐ
る
状
況
は
︑
明
治
初
中
期
に
︑
い

か
な
る
変
容
・
発
展
を
し
て
い
く
の
か
を
見
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
茂
木
は
こ
の
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時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
に
関
す
る
資
料
を
少
数
紹
介
す
る
の
み
だ
っ
た
が
︑
こ

の
時
期
の
そ
の
よ
う
な
史
料
が
︑
日
本
の
〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
や
︑
当
時
の

日
本
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
教
育
論
や
現
象
で
あ
っ
た
の
か
︒
新

た
な
史
料
を
多
数
加
え
︑
先
行
研
究
を
再
構
成
し
︑
こ
れ
ら
を
詳
細
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
三
章
の
課
題
と
す
る
︒

　
Ⅳ
︑
茂
木
を
は
じ
め
︑
先
行
研
究
で
は
明
治
後
期
の
〝
性
教
育
〟
論
ブ
ー
ム

と
も
い
え
る
現
象
に
大
き
く
注
目
し
て
い
る
︒
こ
の
現
象
は
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
検

討
を
踏
ま
え
た
場
合
︑
こ
れ
ま
で
の
〝
性
教
育
〟
論
に
と
っ
て
の
ど
の
よ
う
な

変
容
・
発
展
と
い
え
る
の
か
︒
こ
れ
を
第
四
章
の
課
題
と
す
る
︒

　
以
上
の
こ
と
を
次
章
以
降
︑
順
に
取
り
扱
っ
て
い
く
︒

　

二
　
近
世
後
期
日
本
に
見
る
〝
性
教
育
〟
論
の
源
流

（
一
）「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
見
る
た
め
に

　
現
代
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
と
い
う
「
枠
組
み
」
の
な
か
で
語
ら
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
論
の
な
か
に
は
︑
明
治
期
か
ら
現
代
ま
で
共
通
し
て
扱
わ

れ
る
も
の
が
複
数
存
在
す
る
︒
本
章
で
は
そ
の
中
か
ら
︑
茂
木
も
注
目
し
た
⑴

子
ど
も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒
体
を
批
判
し
︑
そ
れ
と
の
接
触
に
注
意

を
促
す
教
育
論
︑
⑵
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ

そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教

育
論
︑
⑶
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
教
育
論
の
三
点
の
要
素
が
近
世
後
期

（
安
永
～
慶
応
期
︑
一
七
七
二
～
一
八
六
八
年
）
の
時
点
で
存
在
し
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
︒

　
こ
れ
ら
の
現
代
に
お
け
る
三
種
の
教
育
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
の

イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
は
以
降
の
論
で
重
要
と
な
る
た
め
︑
少
し
長

く
な
る
が
概
観
し
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
︑
⑴
で
は
︑
マ
ン
ガ
や
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ

オ
な
ど
が
発
信
す
る
性
情
報
が
︑
子
ど
も
に
悪
影
響
を
与
え
る
「
歪
」
ん
だ
も

の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
︑
こ
れ
を
無
条
件
に
子
ど
も
に
晒
し
て
お
く
こ
と
が
危

険
で
あ
る
こ
と
が
多
く
主
張
さ
れ
る（

8
）

︒
⑵
と
⑶
は
関
連
し
あ
っ
て
い
る
ト
ピ
ッ

ク
で
も
あ
る
た
め
︑
ま
と
め
て
紹
介
し
た
い
︒
よ
く
あ
る
形
式
は
︑
子
ど
も
は

年
齢
の
長
幼
に
関
わ
ら
ず
オ
ナ
ニ
ー（

9
）

を
す
る
た
め
に
︑
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
衛
生
知
識
を
与
え
る
よ
う
に
と
主
張
さ
れ
る（

10
）

︒
ま
た
︑

子
ど
も
は
恋
愛
や
性
交
に
関
す
る
欲
望
・
関
心
も
あ
る
た
め
︑
欲
望
な
ど
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
知
識
を
与
え
る
よ
う
に
と
さ
れ
る（

11
）

︒
本
稿

で
は
こ
う
し
た
教
育
論
の
存
在
や
生
成
過
程
に
注
目
し
て
い
く
︒

　
調
査
対
象
と
す
る
史
料
は
︑
領
域
的
な
関
連
性
・
連
続
性
が
あ
り
︑
か
つ
教

育
的
議
論
が
展
開
さ
れ
る
教
育
・
医
学
関
係
の
書
籍
に
絞
る
︒
具
体
的
に
は
︑

子
育
て
に
関
す
る
教
え
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
ん
で
い
た
︑
育
児
書
・
教
訓
書
・
養

生
書
を
分
析
す
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
期
の
西
洋
知
の
あ
り
よ
う
を
み
る
た
め
に

洋
学
書
（
医
学
関
係
）
も
対
象
と
し
︑
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
議
論
の
傾
向
を
読

み
取
る
︒
以
上
の
枠
内
で
先
に
述
べ
た
Ⅰ
・
Ⅱ
の
課
題
を
解
い
て
い
く
︒
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（
二
）「  
色
」
を
含
む
媒
体
か
ら
の
隔
離
を
求
め
る
主
張
と
、「
色
」
が
害
で
あ

る
と
の
指
南

　
さ
て
︑
近
世
後
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
書
籍
で
は
︑「
好
色
」
に
関
す
る
情

報
の
あ
る
艶
本
を
批
判
し
︑
こ
れ
に
触
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
よ
く
よ

く
主
張
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
点
は
拙
稿（

12
）

に
お
い
て
詳
述
し
た
た
め
︑
本
稿
で
は

抜
粋
し
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

幼
き
よ
り
道
あ
る
か
な
も
の
を
見
る
べ
し
︒
伊
勢
物
語
の
や
う
な
る
恋
が

た
し
き
事
ハ
見
る
へ
か
ら
ず（

13
）

︒

幼
稚
の
時
︑
聞
込
だ
事
が
︑
一
生
出
る
物
じ
や
か
ら
︒
子
供
に
ハ
︑
兎
角
︑

よ
い
事
が
聞
か
せ
た
し
（
︙
︙
）
金
平
本
か
ら
︑そ
ろ
ゝ
と
仕
込
︒
漸
々
に
︑

平
仮
名
の
本
を
︑
あ
て
が
ふ
べ
し
︒
但
し
︑
金
平
本
も
︑
近
年
の
ハ
︑
油

断
が
な
ら
ぬ
︒
金
平
に
さ
へ
︑
濡
事
が
あ
る
︒
よ
ふ
吟
味
し
て
︒
あ
て
が

へ
︑
お
し
へ
ず
共（

14
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
⑴
の
よ
う
な
教
育
論
は
こ
の
時
期
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
当
時
の
日
本
の
教
訓
書
・
子
育
て
書
・
養
生
書
の
多

く
が
儒
教
的
価
値
観
を
基
礎
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
の

成
り
行
き
と
言
え
る
︒

　
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
が
あ
る
の
か
︑
と
い

う
問
い
に
つ
い
て
は
幾
分
か
そ
の
答
え
は
複
雑
な
も
の
と
な
る
︒
こ
こ
で
は
性

的
欲
望
に
関
す
る
事
柄
を
あ
ら
わ
す
当
時
の
「
色
」「
色
欲
」「
淫
欲
」
な
ど
の

概
念
に
注
目
し
︑
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
こ

と
で
考
察
を
巡
ら
せ
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
は
︑
単
純
に
「
色
」
な
ど
の
知
識
を

子
ど
も
に
与
え
よ
う
と
し
た
議
論
は
あ
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
︒

　
育
児
書
・
教
訓
書
・
養
生
書
な
ど
に
は
︑
婚
期
・
結
婚
後
の
生
活
の
心
得
・

妊
娠
中
の
心
得
な
ど
に
つ
い
て
の
言
及
な
ど
は
よ
く
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た

め
︑
こ
の
よ
う
な
項
目
の
存
在
は
子
ど
も
に
「
色
」
な
ど
に
関
す
る
知
識
を
あ

た
え
て
お
く
べ
き
だ
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

実
際
︑
中
に
は
︑
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
子
ど
も
に
結
婚
後
の
生
活
で
の
礼
式
な
ど

を
教
え
る
よ
う
に
説
く
も
の
も
あ
る（

15
）

︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
に
説
く
書
籍
で
︑

「
色
」
な
ど
の
話
題
が
登
場
す
る
際
に
は
︑
そ
れ
が
害
で
あ
る
こ
と
が
基
本
的

に
説
か
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
結
婚
後
の
「
淫
乱
」
が
禁
じ
ら
れ
て

は
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
が
悪
で
あ
る
と
い
う
情
報
の
み
が
記
述
さ
れ
︑

「
淫
乱
」
が
何
か
と
い
う
具
体
的
な
説
明
は
さ
れ
る
こ
と
が
な
い（

16
）

︒

　
た
だ
︑
女
子
教
訓
書
を
中
心
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
な
か
に
は
子
ど
も

に
「
諸
芸
」（
三
味
線
・
琴
・
歌
等
）
を
習
得
さ
せ
よ
と
す
る
も
の
︑『
源
氏
物

語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
紹
介
す
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
項
目
の
性
格
か

ら
︑
一
見
「
色
」
な
ど
に
関
す
る
知
識
を
手
放
し
で
幼
少
期
か
ら
具
体
的
に
教

え
る
こ
と
を
推
奨
す
る
主
張
と
し
て
受
け
取
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ま
ず
︑
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こ
れ
ら
は
当
時
︑
基
本
的
に
は
留
保
付
き
で
触
れ
ら
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
︑

こ
れ
ら
を
無
用
な
も
の
と
し
て
名
称
の
み
紹
介
す
る
書
籍
や
︑
こ
れ
ら
の
習
得

を
推
奨
し
つ
つ
も
「
色
」
に
近
づ
く
よ
う
な
習
得
の
仕
方
を
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
と
し
た
書
籍
が
多
数
み
ら
れ
る（

17
）

︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
を
ほ
ぼ
留
保
な
し
で
紹
介

す
る
書
籍
に
お
い
て
も
︑
基
本
的
に
は
単
純
に
そ
れ
ら
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
る

か
︑「
色
」
な
ど
に
関
わ
ら
な
い
文
脈
で
そ
の
用
途
や
諸
芸
に
関
す
る
心
構
え

が
説
か
れ
て
い
る（

18
）

︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
い
く
つ
か
は
︑
結
果
論
と
し

て
子
ど
も
に
具
体
的
な
「
色
」
な
ど
の
知
識
を
あ
た
え
る
よ
う
仕
向
け
て
い
た
︑

と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
と
は
い
え
︑
こ
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
「
色
」
な
ど
が
関

わ
り
う
る
事
柄
を
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
教
え
る
べ
き
と
あ
え
て
主
張
さ
れ
る
と

き
に
は
︑「
色
」
な
ど
が
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
と
さ
れ
る

が
︑「
色
」
な
ど
の
具
体
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
態
度
は
希
薄
で
あ
る
︒

（
三
）
子
ど
も
の
性
的
欲
望
・
関
心
の
有
無
に
つ
い
て

　
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
め
ぐ
る
議
論
は
ど
の
よ
う
な
様
相
に

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
で
は
︑
次
の
よ
う
に
︑
幼
少
期
の
子

ど
も
が
「
色
」「
色
欲
」「
淫
欲
」
に
関
す
る
事
柄
を
解
す
こ
と
が
で
き
な
い
存

在
だ
と
位
置
づ
け
る
形
式
の
議
論
が
多
く
み
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒

聖
賢
の
お
し
へ
に
︑
男
女
席
を
同
せ
ず
と
の
た
ま
ひ
て
︑
幼
少
の
時
よ
り
︑

其
法
を
能
教
が
ゆ
へ
成
長
の
後
も
︑
男
女
ハ
別
有
事
を
知
て
︑
不
義
成
も

の
は
な
し
と
い
へ
り（

19
）

︒

子
弟
を
教
ふ
る
に
は
幼
少
よ
り
男
女
の
別
を
よ
く

く
云
ひ
含
む
べ
し
︒

す
べ
て
人
の
欲
の
動
き
は
じ
め
ハ
男
女
の
欲
よ
り
始
る
な
り
︒
幼
少
よ
り

能
く
の
み
込
ま
ざ
れ
ハ
必
（
ず
─
─
筆
者
注
）
十
四
五
歳
よ
り
淫
奔
に
趣

て（
20
）惣

体
幼
稚
時
分
よ
り
︑
男
女
一
所
へ
集
る
事
を
︑
恥
ず
か
し
く
思
召
つ
け

な
さ
る
ゝ
が
︑
至
極
よ
ろ
し
き
こ
と
に
て
候
︒
左
様
に
幼
少
よ
り
な
さ
れ

つ
け
た
る
子
供
衆
︑
御
成
人
な
さ
れ
候
て
︑
悪
性
に
御
な
り
な
さ
れ
た
る

は
︑
す
く
な
き
も
の
に
て
候（

21
）

︒

　
こ
こ
に
お
い
て
は
︑「
色
」
に
関
す
る
も
の
ご
と
は
幼
少
期
の
子
ど
も
に

と
っ
て
は
知
り
え
な
い
し
起
こ
り
え
な
い
が
︑
し
か
し
︑
異
性
に
近
づ
く
こ
と

が
害
で
あ
る
こ
と
を
教
え
よ
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
他
方
で
も
︑
幼
少
期
の
子

ど
も
に
は
「
色
」
に
ま
つ
わ
る
事
柄
は
関
係
が
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
言
明
す
る
議

論
は
他
に
も
み
ら
れ
る（

22
）

︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
幼
少
期
の
子
ど
も
の
持
つ
「
色
」

な
ど
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
語
る
議
論
の
形
式
が
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ

れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
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論
を
さ
が
そ
う
と
し
て
も
︑
こ
の
時
期
の
こ
れ
ら
の
書
籍
に
は
土
台
と
な
る
子

ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
る
と
い
う
形
式
が
︑
幼
少
期
の
子
ど
も

を
め
ぐ
っ
て
は
見
当
た
ら
な
い
︒

　
た
だ
︑「
幼
少
」「
幼
稚
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
な
い
︑
成
人
以
前
を
指
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る（

23
）

︑「
若
」
い
存
在
や
「
娘
」︑
ま
た
は
「
十
四
五
」
歳
の

性
的
欲
望
・
関
心
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑「
芝
居
」

を
好
む
「
娘
」
は
「
好
色
淫
乱
ノ
心
」
を
覚
え
る
と
い
っ
た
も
の（

24
）

︑「
十
四
五
」

歳
よ
り
人
間
は
「
貨
（
た
か
ら
）
と
色
」
と
の
欲
情
が
起
こ
る
と
述
べ
る
も
の（

25
）

︑

男
子
は
「
情
」
が
早
く
動
き
や
す
く
「
は
や
く
色
欲
の
念
」
が
起
こ
る
た
め
︑

そ
の
念
を
抑
え
る
た
め
に
「
父
母
」
が
「
微
若
の
内
」
に
「
男
女
の
配
偶
」
を

決
め
る
な
ど
の
議
論
で
あ
る（

26
）

︒
想
定
さ
れ
て
い
る
年
齢
に
解
釈
の
余
地
は
残
る

も
の
の
︑
中
に
は
「
男
女
の
配
偶
」
を
決
め
る
と
い
う
積
極
的
な
議
論
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
「
配
偶
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
含
め
︑

こ
れ
ら
は
︑
年
長
の
子
ど
も
の
性
的
欲
望
や
関
心
な
ど
を
認
め
た
と
し
て
も
︑

「
色
」
な
ど
が
害
で
あ
り
か
つ
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
教
え
伝
え
る
こ
と
を
主

目
的
と
し
︑
こ
れ
に
関
す
る
具
体
的
な
知
識
を
伝
え
る
べ
き
と
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
︒

　
以
上
︑
⑵
の
子
ど
も
の
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
形
式
の
教
育
論
は
︑

近
世
後
期
の
こ
れ
ら
の
書
籍
群
に
お
い
て
は
︑
年
長
の
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲

望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
子
ど
も
に
は
「
色
」
に
つ
な
が
る
こ
と
が
害

で
あ
り
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
伝
え
る
︑
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
見
ら

れ
た
︒
こ
れ
は
︑
現
代
の
教
育
論
と
比
較
し
た
際
に
︑
興
味
深
い
差
異
が
あ
ら

わ
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
時
期
の
こ
れ
ら
の
書
籍
か
ら
見
ら
れ
る
教
育
・

医
学
系
の
教
育
論
で
は
︑
幼
少
期
の
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在

を
認
め
る
と
い
う
そ
も
そ
も
の
土
台
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
そ
れ
の
存

在
を
基
に
し
た
教
育
論
は
見
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑「
色
」
を
避
け
る
べ
き
も
の

と
し
て
強
く
位
置
づ
け
︑
具
体
的
な
説
明
が
避
け
ら
れ
る
傾
向
が
影
響
し
て
か
︑

子
ど
も
を
対
象
と
し
た
︑
現
代
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
性
交
に
関
す
る
知

識
を
具
体
的
に
教
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
も
見
ら
れ
な
い
︒
そ
し
て
ま
た
︑

こ
れ
ら
の
書
籍
群
か
ら
は
︑
長
幼
を
問
わ
ず
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
う
話
題

が
見
あ
た
ら
な
い
の
も
特
徴
で
あ
る
︒

（
四
）
近
代
西
洋
と
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー

　
で
は
︑
日
本
の
教
育
・
医
学
系
の
教
育
論
に
お
い
て
こ
の
様
な
議
論
の
傾
向

が
変
容
す
る
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
変
容
に
近
代
西
洋
の
性
に

関
す
る
議
論
が
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
日
本
の
性
に
関
す
る

文
化
史
を
考
え
る
う
え
で
も
実
に
興
味
深
い
事
象
と
な
る
︒

　
近
世
後
期
か
ら
時
代
を
進
め
る
前
に
︑
ま
ず
は
こ
の
時
代
に
お
け
る
洋
学
の

中
の
性
知
識
の
流
入
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
み
て
い
こ
う
︒
こ

の
こ
と
は
前
述
し
て
き
た
書
籍
群
に
お
け
る
議
論
の
傾
向
か
ら
の
変
化
を
み
て

い
く
た
め
の
道
筋
と
な
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
残
さ
れ
た
⑶
の
課
題
で
あ
る
子
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ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
の
か
︑
あ
る
と
す
れ

ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
か
︑
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
蘭
学

な
ど
を
中
心
と
す
る
洋
学
に
は
︑
解
剖
学
・
内
科
学
・
産
婦
人
科
学
な
ど
の
文

脈
か
ら
広
く
性
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
か
ら

オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
を
探
っ
て
い
く
︒

　
近
世
後
期
に
お
け
る
養
生
書
・
教
訓
書
・
子
育
て
書
に
は
︑
そ
も
そ
も
オ
ナ

ニ
ー
に
関
す
る
言
及
自
体
が
極
め
て
乏
し
い
︒
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
︑
子

ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ

な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
う
テ
ー
マ
が
︑
近
世
後
期

に
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
こ
の
時
期
の

洋
学
に
お
け
る
医
学
書
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
洋
学
に
お
い
て

は
オ
ナ
ニ
ー
そ
れ
自
体
に
対
す
る
言
及
が
︑
次
の
よ
う
に
豊
富
に
存
在
す
る
︒

花
風

甚
タ
多
情
ニ
シ
テ
羞
辱
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
是
ナ
リ
︒（
︙
︙
）
熱
質
ニ
シ
テ

冝
嫁
ノ
処
女
︑
或
ハ
多
房
ノ
婦
︑
一
旦
寡
娶
ト
為
ル
者
︑
或
ハ
春
画
淫
帖

ヲ
閲
ス
ル
コ
ト
ヲ
楽
ミ
ト
シ
︑
或
ハ
陰
所
ヲ
自
弄
ス
ル
者（

27
）

（
傍
線
は
筆
者

の
も
の
︑
以
下
同
じ
）

若
手
淫
自
洩
傷
レ

身
更
甚（

28
）

（
筆
者
訳
─
─
も
し
手
淫
を
し
て
自
ら
漏
ら
せ
ば
身
を
損
な
う
こ
と
︑
更
に
甚

だ
し
︒）

其
有
二

絶
嗣
者
︑
必
自
戕
賊
喪
者
也
︑
不
レ

然
則
父
母
戕
賊
斲
喪
遺
レ

累
者
也
︑

約
而
言
レ

之
︑
凡
有
數
端
一
︑
以
レ

手
洩
レ

精
︑
一
也
︑
童
年
受
レ

室
︑
二
也
︑

房
事
無
レ

度
︑
三
也
︑（
︙
︙（

29
）

）

（
筆
者
訳
─
─
跡
継
ぎ
を
絶
つ
も
の
が
あ
る
場
合
は
︑
必
ず
自
ら
を
損
な
う
者

で
あ
る
︒
そ
う
で
な
い
な
ら
父
母
が
体
を
損
な
い
患
い
を
残
し
て
い
る
者
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
い
く
つ
か
原
因
を
述
べ
れ
ば
︑
一
つ
は
手
に
よ
っ
て
精
を
漏
ら

す
こ
と
（
オ
ナ
ニ
ー
）︑
二
つ
は
若
く
し
て
妻
を
設
け
る
こ
と
︑
三
つ
は
︑
房

事
が
過
度
で
あ
る
こ
と
︙
︙
）

　
そ
し
て
︑
幼
少
期
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
別
不
能
だ
が
︑
子
ど
も
の
オ
ナ

ニ
ー
に
関
し
て
も
次
に
よ
う
に
言
及
が
な
さ
れ
る
︒

遺
精
「
ポ
ル
リ
ュ
チ
オ
」
羅
「
サ
ー
ド
フ
ル
ー
ド
」
蘭
（
︙
︙
）

其
（
原
因
の
─
─
筆
者
注
）
最
モ
多
キ
ハ
手
淫
ナ
リ
」︒
手
淫
ハ
小
童
青
年

ノ
徒
ニ
於
テ
右
ノ
諸
因
ヨ
リ
シ
或
ハ
美
ヲ
見
︒
美
ヲ
想
フ
テ
淫
事
ノ
妄
念

煽
動
ス
ル
ヨ
リ
（
︙
︙
）
遺
精
の
治
法
ハ
即
チ
手
淫
ノ
治
法
ナ
リ
（
︙
︙
）︒

淫
情
ヲ
起
ス
ヘ
キ
ノ
諸
件
ヲ
避
ケ
（
︙
︙
）
強
ク
運
転
動
作
シ
テ
大
ヒ
ニ

体
力
ヲ
費
耗
シ
日
暮
レ
疲
労
ヲ
極
メ
テ
褥
ニ
就
カ
シ
メ
（
︙
︙
）
羽
毛
ノ

裍
褥
ヲ
遠
ケ
仰
臥
セ
シ
メ
ス
勉
メ
テ
早
起
セ
シ
メ
手
淫
ノ
常
習
ア
ル
者
ハ
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厳
ニ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
等
ナ
リ
（
︙
︙（

30
）

）

花
風
「
オ
ナ
ニ
ス
ミ
ュ
ス
」
羅
「
オ
ン
フ
ル
サ
ー
デ
レ
イ
キ
ゲ
ス
ラ
グ
ト

ヂ
リ
グ
ト
」
蘭
（
︙
︙
）
其
頻
リ
ニ
手
淫
ヲ
行
フ
ヲ
以
テ
「
オ
ナ
ニ
ス
ミ
ュ

ス
」
手
淫
病
等
ノ
名
ア
リ
」　ママ
其
甚
シ
キ
者
ハ
七
情
皆
此
ノ
一
欲
ニ
化
セ
ラ

レ
テ
他
事
ヲ
省
ミ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
︑
遂
ニ
進
テ
真
ノ
精
神
錯
乱
ニ
転
ス
︒

婦
人
ニ
於
テ
殊
ニ
甚
シ
（
︙
︙
）
昔
時
ニ
比
ス
ル
ニ
輓
近
ニ
到
テ
ハ
淫
欲

ノ
発
動
ス
ル
コ
ト
甚
タ
早
シ
︒
実
ニ
歎
ス
ヘ
シ
ト
ス（

31
）

　
こ
こ
で
は
「
手
淫
」
が
「
小
童
」
に
も
「
淫
」
を
伴
い
な
が
ら
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
嘆
か
れ
つ
つ
も
そ
の
対
処
法
が
提
示
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
史
料
の
存
在
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
を
考
え
る

う
え
で
も
大
変
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
見
て
き
た
よ
う
に
︑
近
世
後

期
の
教
訓
書
・
子
育
て
書
・
養
生
書
で
は
︑
オ
ナ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
の
洋
学
に
お
い
て
は
そ
れ
の
問
題
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑「
厳
ニ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
」
な
ど
の
文
言
に

解
釈
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
れ
は
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
と
い
う
現
象
を

基
に
し
て
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
子
ど
も
に
伝
え
る
べ
き
と
し
て
い
る
と
は
読

み
取
れ
な
い
︒
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
害
悪
視
さ
れ
︑
避
け
る
た
め
の
環
境
設
定

が
読
者
に
薦
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
議
論
は
洋
学
の
な
か

の
医
学
と
い
う
︑
高
難
易
度
の
学
問
領
域
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
も
の
で
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
教
育
論
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う

か
も
議
論
の
余
地
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
問
題
と
い
う
西
洋

の
語
彙
は
︑
現
代
ま
で
に
続
く
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
構
成
す
る
要

素
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
時
代
の
洋
学
は
︑
後
に

は
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
を
見
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
で
あ
る
要
素

に
関
連
す
る
も
の
を
す
で
に
提
供
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

（
五
）
小
括

　
本
章
の
ま
と
め
と
し
て
︑
筆
者
が
一
章
で
提
出
し
た
Ⅰ
と
Ⅱ
の
課
題
に
つ
い

て
こ
た
え
て
い
き
た
い
︒
そ
れ
は
︑「
現
代
に
ま
で
続
く
〝
性
教
育
〟
論
の

﹁
枠
組
み
﹂
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
近
代
西
洋
特
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
」︑
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑「
Ⅱ
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
以
前
︑

強
い
﹁
枠
組
み
﹂
の
誕
生
以
前
の
︑〝
性
教
育
〟
論
の
源
流
と
言
え
る
も
の
を

明
治
期
以
前
に
見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
か
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒

　
見
て
き
た
よ
う
に
︑
近
代
西
洋
の
影
響
が
現
れ
る
以
前
の
日
本
に
お
け
る
教

育
論
に
も
︑
現
代
に
繫
が
る
よ
う
な
︑
子
ど
も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒

体
を
批
判
し
︑
そ
れ
と
の
接
触
に
注
意
を
促
す
教
育
論
や
︑
限
定
的
な
が
ら
も
︑

子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
た
め
の
知
識
︑
す
な
わ
ち
性
的
欲
望
が
害
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
に
伝

え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
は
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
こ
に
は
幼
少
期
の

子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
る
よ
う
な
も
の
︑
子
ど
も
に
性
交
や
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オ
ナ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
知
識
を
教
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
︒
ま
た
︑「
性
教
育
」
の
よ
う
な
教
育
論
の
概
念
化
が
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
も
な
く
︑
現
代
と
比
較
す
る
と
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
が
不
足
し
て
い
る
状
況

だ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
の
ピ
ー
ス
は
︑
同
時
期
に
洋
学
か
ら
︑
子
ど
も
の

オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
と
い
う
形
で
出
現
し
は
じ
め
て
も
い
た
︒
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
︑
後
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
一

部
は
近
代
西
洋
の
影
響
を
受
け
る
前
の
日
本
に
も
あ
り
︑
こ
の
要
素
全
て
が
近

代
西
洋
特
有
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
意
味
で
も
︑
ま
た

西
洋
知
が
既
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
も
︑〝
性
教
育
〟
論
の

源
流
は
近
世
後
期
に
す
で
に
み
ら
れ
た
︑
と
述
べ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑

〝
性
教
育
〟
論
は
中
身
の
す
べ
て
が
日
本
に
と
っ
て
新
し
い
経
験
や
思
考
方
法

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

　

三
　「  

開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
期
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」

の
諸
相

（
一
）
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
の
教
育
領
域
進
出

　
前
章
に
お
い
て
︑
近
世
後
期
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
誕
生
以
前
の
源
流
の

動
き
を
見
て
き
た
が
︑
そ
れ
ら
は
明
治
期
に
入
り
い
か
な
る
展
開
を
見
せ
る
だ

ろ
う
か
︒
明
治
期
に
は
︑
そ
の
初
期
か
ら
近
代
西
洋
の
性
知
識
が
医
学
・
教
育

系
の
学
的
知
識
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
量
が
流
入

す
る
こ
と
に
な
る
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
こ
の
明
治
初
期
・
中
期
の
近
代
西

洋
の
性
知
識
の
奔
流
は
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る（

32
）

︒
本

稿
に
お
い
て
も
先
行
研
究
に
倣
い
︑
こ
の
言
葉
を
こ
の
時
期
の
近
代
西
洋
の
性

知
識
の
流
入
の
総
体
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
た
い
︒

　
こ
の
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
の
性
知
識
の
な
か
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の

「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
︒
一
章
で
紹
介
し

て
き
た
よ
う
に
︑
茂
木
は
こ
の
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
時
代
の
議
論
を
〝
性

教
育
〟
論
の
文
脈
で
取
り
上
げ
た
数
少
な
い
人
物
の
一
人
だ
が
︑
茂
木
は
そ
の

教
育
論
の
ご
く
一
部
︑
明
治
八
年
か
ら
の
『
造
化
機
論
』
類
の
書
籍
の
い
く
つ

か
と
明
治
中
期
の
〝
性
教
育
〟
論
を
一
つ
取
り
上
げ
た
の
み
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
︑
こ
の
時
代
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
教
育
論
の
変
容
・
発

展
が
日
本
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
現
象
で
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
か
︑
そ

れ
が
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
や
反
応
を
も
た
ら
し
た
の
か
が
不
明
瞭
な
ま
ま

と
な
っ
て
い
る
︒
本
章
で
は
前
章
で
取
り
上
げ
て
き
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠

組
み
」
の
要
素
が
こ
の
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
期
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
︑

こ
の
時
代
に
い
か
な
る
か
た
ち
で
〝
性
教
育
〟
論
が
強
い
「
枠
組
み
」
と
な
っ

て
い
っ
た
か
を
記
述
し
な
お
す
こ
と
で
︑
茂
木
の
議
論
の
弱
点
を
克
服
す
る
こ

と
を
め
ざ
す
（
課
題
︑
Ⅲ
）︒

　
近
世
後
期
に
お
い
て
は
︑
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
近
代
西
洋
の
性
知
識
は

専
門
性
の
高
い
医
学
系
領
域
内
で
見
ら
れ
る
の
み
だ
っ
た
が
︑
明
治
期
に
入
る

と
そ
れ
が
よ
り
教
育
論
的
な
文
脈
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
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早
く
も
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
の
箕
作
麟
祥
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
』
で
見
ら
れ

る
︒
当
時
︑
小
学
校
の
修
身
教
科
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
書
籍
で（

33
）

︑
箕
作
が

フ
ラ
ン
ス
の
教
育
書
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
「
後
編
　
一
」
で
は
︑

子
ど
も
の
「
淫
逸
ノ
習
慣
」
が
害
悪
視
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
子
ど
も
の
「
智

心
」「
心
情
」
な
ど
に
害
を
も
た
ら
し
「
身
体
ヲ
衰
弱
」
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑「
淫
逸
ノ
習
慣
」
は
場
合
に
よ
っ
て
は
「
人

民
狂
院
」
へ
と
収
容
さ
れ
る
原
因
と
も
な
り
︑「
淫
逸
」
を
も
た
ら
す
物
事
や

「
不
潔
ノ
事
」
か
ら
子
ど
も
を
隔
離
す
る
よ
う
に
と
主
張
さ
れ
て
い
る（

34
）

︒
こ
こ

で
書
か
れ
て
い
る
「
淫
逸
ノ
習
慣
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
害
は
近
代
西
洋

の
文
脈
で
の
オ
ナ
ニ
ー
の
害
と
符
合
す
る
た
め（

35
）

︑「
淫
逸
ノ
習
慣
」
と
は
オ
ナ

ニ
ー
の
こ
と
で
あ
る
か
︑
そ
れ
を
含
む
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
こ
こ

で
は
︑「
父
母
師
傅
」
の
「
訓
戒
」
は
「
淫
逸
ノ
習
慣
」
の
防
止
に
功
を
為
さ

な
い
︑
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い（

36
）

︒
こ
れ
は
「
手
淫
」
の
語
は
使

わ
れ
て
お
ら
ず
「
訓
戒
」
の
内
実
は
不
明
な
も
の
の
︑
大
人
が
何
ら
か
の
オ
ナ

ニ
ー
に
関
す
る
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
と
読

み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
に
は
青
木
輔
清
『
小
学
教
諭
　
民
家
童
蒙

解
』
が
刊
行
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
西
洋
の
学
知
を
取
り
入
れ
た
︑
翻
訳
で
は
な
く

青
木
自
身
が
書
い
た
書
籍
で
︑
こ
れ
も
ま
た
修
身
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る（

37
）

︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
は
子
ど
も
の
も
の
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑

「
手
淫
は
其
害
最
も
甚
し
人
々
決
し
て
此
言
を
背
く
こ
と
勿
れ
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る（

38
）

︒
こ
の
よ
う
に
︑
明
治
初
期
の
教
育
書
︑
そ
れ
も
修
身
教
科
書
の
中
で

近
代
西
洋
の
性
知
識
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
の
な

か
の
一
つ
の
変
化
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
世
後
期
の
洋
学

の
専
門
性
の
高
い
医
学
の
文
脈
で
展
開
さ
れ
た
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
を
防
が
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
が
︑
教
育
論
と
し
て
の
文
脈
で
明
確
に
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
で
は
︑「
手
淫
」
概
念
が
用
い
ら
れ
ず
︑
用

い
ら
れ
た
場
合
も
子
ど
も
の
「
手
淫
」
と
は
書
か
れ
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
テ
ー

マ
が
義
務
教
育
下
で
用
い
る
修
身
教
科
書
の
中
で
展
開
さ
れ
た
た
め
に
︑
子
ど

も
の
オ
ナ
ニ
ー
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
︑
オ
ナ
ニ
ー
の
知
識
教
授
を
実

質
上
意
味
し
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
現
代
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を

な
す
要
素
の
一
つ
で
あ
る
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
教
育
論
が
︑
近
代
西

洋
の
知
を
範
と
し
た
修
身
教
科
書
に
よ
っ
て
︑
よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
存
在
感

を
現
し
始
め
た
の
で
あ
る
︒

（
二
）『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
よ
る
豊
富
な
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
提
供

　
さ
ら
に
︑
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
以
降
の
︑
西
洋
の
性
科
学
的
知
識
を
ふ

ん
だ
ん
に
紹
介
す
る
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
出
現
に
よ
っ
て
︑〝
性
教
育
〟

論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
が
出
そ
ろ
っ
て
い
く
︒『
造
化
機
論
』

系
書
籍
と
は
︑「
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
」
の
代
表
的
な
現
象
と
し
て
︑
先
行
研

究
に
お
い
て
ま
ず
取
り
扱
わ
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
︒
明
治
八
年
に
出
版
さ
れ

た
『
造
化
機
論
』
は
︑
こ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
そ
の
翌
年
︑『
通
俗
造
化
機
論
』
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と
し
て
ル
ビ
交
じ
り
の
読
み
や
す
い
書
籍
と
し
て
再
版
さ
れ
︑
当
時
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
の
一
つ
と
な
る
︒
そ
の
現
象
を
受
け
て
か
︑「
造
化
」
の
文
字
を
冠
し

た
書
籍
︑『
造
化
秘
事
』
や
『
通
俗
造
化
機
病
論
』
な
ど
が
矢
継
ぎ
早
に
刊
行

さ
れ
︑
ま
た
︑「
造
化
」
の
字
は
入
ら
な
い
も
の
の
︑「
男
女
」
や
「
生
殖
」
な

ど
の
字
が
タ
イ
ト
ル
に
入
っ
た
『
造
化
機
論
』
と
類
似
し
た
趣
旨
の
書
籍
が
︑

様
々
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
『
造
化
機
論
』
系
の
書
籍
は
︑

こ
の
当
時
︑「
一
二
流
」
の
出
版
社
に
お
い
て
「
造
化
機
論
を
出
版
せ
ぬ
も
の

は
一
人
も
な
」
い
︑「
何
年
で
も
重
版
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
︑「
経
済
的
に
出

版
所
の
ド
ル
本
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
︑
一
つ
の
書
籍
ジ
ャ
ン
ル
を
な
し
て
い
た（

39
）

︒

本
稿
に
お
い
て
も
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
群
を
先
行
研
究
に
倣
い
『
造
化
機
論
』
系

書
籍
と
し
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
き
た
い
︒『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
つ
い
て

の
詳
し
い
解
説
は
︑
赤
川
学
︑
斎
藤
光
︑
石
川
一
孝
の
研
究
な
ど
を
参
照
し
て

も
ら
い
た
い
が（

40
）

︑
本
稿
で
も
︑
論
の
目
的
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
︑『
造
化
機
論
』

系
の
書
籍
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
適
宜
触
れ
て
い
く
︒

　
こ
れ
ら
書
籍
は
︑
論
の
内
容
が
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
︑
記
述
量
や

読
解
の
難
易
度
・
学
術
性
の
濃
淡
に
差
異
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
西
洋
の

性
科
学
知
識
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
︑
読
者
に
「
正
し
い
」
性
知
識
を
授
け
︑

よ
り
よ
い
社
会
生
活
を
送
る
よ
う
に
と
教
諭
す
る
点
は
ほ
と
ん
ど
が
共
通
し
て

い
る
と
の
べ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
は
医
学
的
要
素
と

教
育
的
要
素
の
二
面
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
と
い
う
テ
ー

マ
を
頻
繁
に
取
り
扱
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
代
表
さ
れ
る
︒

今
年
少
キ
男
女
ヲ
見
ル
ニ
殆
ン
ト
解
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
感
覚
ア
リ
テ
動や
や

モ
ス

レ
バ
相
愛
恋
シ
相
抱
持
ス
︒
或
ハ
情
欲
未
ダ
発
セ
ザ
ル
年
甲
ニ
於
テ
モ
亦

然
ル
モ
ノ
ア
リ（

41
）

幼
遅
の
時
ハ
い
ま
だ
精
嚢
に
具
ら
ず
候
へ
ば
︑
度
々
陽
茎
を
摩
擦
い
た
し

候
と
も
精
液
漏
出
る
の
理
ハ
無
之
候
へ
と
も
︑
猶
小
児
の
手
淫
を
禁
じ
候

訳
ハ
仮
令
精
液
ハ
漏
出
ず
と
も
は
げ
し
く
陽
茎
を
摩
擦
い
た
し
候
節
ハ
神

経
を
ミ
だ
し
そ
れ
が
た
め
神
経
力
を
損
じ
候
ゆ
え
︑
遂
に
ハ
病
気
を
醸
し

其
身
死
す
る
も
の
に
て
ご
座
候（

42
）

ラ
ル
マ
ン
氏
曰
ク
淫
事
を
知
ル
ハ
通
常
其
本
性
ノ
自
然
ニ
従
テ
発
ス
ル
ヨ

リ
甚
タ
早
ク
之
ヲ
覚
ユ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
︒
巳
ニ
五
六
年
或
ハ
十
年
春
機
発

動
ノ
初
期
ニ
先
チ
︑
意
ヲ
婦
女
ニ
注
ク
年
少
ノ
児
ア
ル
ヲ
見
ル
︒
斯
ノ
如

キ
少
年
ハ
後
来
必
ス
僅
少
ノ
淫
事
ニ
感
ジ
春
情
ヲ
起
ス
コ
ト
明
カ
ナ
リ（

43
）

　
こ
の
よ
う
に
︑『
造
化
機
』
論
系
書
籍
に
お
い
て
は
︑
幼
少
期
・
年
長
問
わ

ず
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー（

44
）

︑
色
欲
や
情
欲（

45
）

︑
さ
ら
に
は
子
ど
も
の
性
交（

46
）

や
そ
の

他
の
性
的
早
熟（

47
）

な
ど
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
︒
近
世
期
の
状
況
か
ら
考

え
る
と
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
こ
の
種
の
知
識
を
深
め
︑
ま
た
そ
の
売
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れ
行
き
か
ら
考
え
る
と
︑
格
段
に
こ
の
種
の
知
識
を
世
に
広
く
知
ら
し
め
た
と

い
え
る
︒

　
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
な
か
で
近
世
後
期
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
タ
イ

プ
の
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
の
存
在
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
︒

世
の
人
多
く
ハ
曰
く
尚ま

だ
年
稚
き
児
童
等
に
男
女
秘
事
の
本
旨
と
之
よ
り

発お
こ

る
弊
害
を
説
聞
す
る
ハ
甚
だ
善
良
に
似
た
れ
ど
も
︑
夫
ハ
却
て
彼
一
事

に
附
き
何
の
志
向
も
な
き
も
の
に
其
道
を
教
へ
て
行
ひ
始
む
る
導
き
を
な

し
︑
実
ハ
世
の
悪
習
を
奨
む
る
に
近
き
も
の
な
ら
ん
か
と
︒
我
等
の
見
る

所
ハ
大
に
此
説
と
相
異
な
り
て
︑（
︙
︙
）
殊
に
人
の
師
し
し
ょ
う
お
や

父
と
な
る
者
ハ

我
子
弟
に
平
生
教
諭
し
て
（
︙
︙
）
其
知
識
を
広
め
前
途
を
戒
め
て

力な
る
だ
け
の
ち

所
及
後
来
の
難
苦
を
脱
し
め
ん
と
特
に
之
を
薦
（
め
る
─
─
筆
者
注（

48
）

）

幼
年
の
者
は
始
よ
り
後
の
ち
の
う
れ
い
ど
ん
な
で
あ
る
か

患
如
何
を
知
ら
ず
し
て
（
オ
ナ
ニ
ー
を
─
─
筆

者
注
）
為
す
も
の
な
れ
バ
︑
此
弊
習
の 

後
の
ち
の
う
れ
い
ど
ん
な
で
あ
る
か

患
如
何 

を
説
諭
し
て
誡

む
る
を
よ
し
と
す
れ
ど
も
︑
素
淫み
だ
り褒

の
事
な
れ
ば
却
て
其
人
の
純
心
を
侵

し
淫
欲
を
誘
促
せ
ざ
る
事
に
注
意
あ
る
べ
し
（
︙
︙
）
淫み
だ
り褒

の
書
ハ
淫
情

を
誘
起
す
る
故
に
堅
く
禁
じ
窃
な
い
し
ょに

閲
る
者
な
か
ら
し
む
べ
し（

49
）

然
れ
ど
も
此
事
を
有
体
に
其
女
子
に
語
る
ハ
甚
だ
殆
か
ら
ず
や
と
云
ふ
者

あ
り
︒
是
誠
に
然
り
此
の
説
話
ハ
不
要
な
り
︒
但
彼
れ
教
諭
す
に
或
ハ
陰

部
に
触
り
︑
或
ハ
猥
褻
言
語
︑
或
ハ
不
浄
思
想
等
ハ
身
を
過
り
且
妨
害
す

と
云
ふ
こ
と
を
以
て
せ
よ
（
︙
︙
）
徒
に
其
女
子
を
罵
詈
打
擲
す
る
な
か

れ（
50
）

　
こ
れ
ら
の
書
籍
は
全
て
翻
訳
本
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
子
ど
も
の
「
交
合
」

（
性
交
）
へ
の
関
心
・
オ
ナ
ニ
ー
・「
猥
褻
言
語
」・「
不
浄
思
想
」
の
存
在
を
認

め
︑
そ
れ
ら
を
よ
り
よ
い
方
向
性
へ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
に
関

す
る
知
識
を
与
え
る
よ
う
に
大
人
に
求
め
た
り
︑
ま
た
︑「
淫
褒
」
な
書
籍
を

見
せ
た
り
し
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
子
ど
も
に
性
交
や
オ

ナ
ニ
ー
に
関
す
る
何
ら
か
の
知
識
を
授
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
よ
り
具
体
的

な
教
育
論
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
始
め
た
の
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
近
代

西
洋
の
影
響
受
け
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
っ
た
︒

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
こ
こ
で
は
性
的
欲
望
・
関
心
の
持
つ
子
ど
も
を
あ

る
べ
き
方
向
に
導
く
た
め
に
一
定
の
性
知
識
を
与
え
る
べ
き
と
す
る
よ
う
な
教

育
行
為
が
是
非
を
呼
ぶ
現
実
も
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら
の
教
育
論
は
︑
背
後
に
あ
る
性
に
関
す
る
教
育
論

を
受
け
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
か
ら
︑「
こ

の
種
の
教
育
論
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
︑
性
に
関
す
る
何
ら
か
の
纏
ま
っ
た
教

育
論
が
社
会
に
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
︒
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（
三
）
概
念
化
の
登
場

　
明
治
初
中
期
に
性
に
関
す
る
纏
ま
っ
た
教
育
論
の
存
在
や
そ
れ
を
総
称
す
る

概
念
が
は
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
で
見
え
始
め
る
の
は
『
造
化
機
論
』
と
は
ま

た
違
っ
た
媒
体
の
な
か
で
の
主
張
で
あ
っ
た
︒
そ
の
史
料
に
つ
い
て
は
茂
木
も

言
及
し
て
い
る
た
め
︑
茂
木
の
研
究
も
援
用
し
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
︒

　
一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
）
三
月
に
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
『
訳
注
　
魯
氏

教
育
学
』
と
い
う
教
育
学
書
が
刊
行
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
「
第
七
十
二
節
ヨ
リ
第

七
十
九
節
ニ
至
ル
マ
デ
ノ
一
章
ハ
男
女
性
育
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
論
ゼ
リ
︒
是
ハ

教
員
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
父
母
タ
ル
モ
ノ
ヽ
為
メ
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
お

り
︑「
男
女
性
育
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
節
が
こ
の
本
か
ら
削
除
さ
れ
た

旨
が
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
本
の
脚
注
で
訳
者
の
國
府
寺
新
作
は
「
総

テ
米
訳
ニ
略
除
セ
ル
処
ハ
全
篇
の
脱
稿
ヲ
待
チ
」
た
い
と
し
︑
削
除
さ
れ
た

「
男
女
性
育
」
の
箇
所
を
改
め
て
補
完
し
た
い
意
志
を
示
し
て
い
る（

51
）

︒

　
茂
木
に
よ
れ
ば
こ
の
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
書
籍
は
ド
イ
ツ
語
を
英
訳
し
た

も
の
を
日
本
語
に
重
訳
し
た
も
の
で
︑「
性
育
」
と
は
︑sexual education
の

訳
語
で
あ
る
と
い
う（

52
）

︒
す
な
わ
ち
こ
こ
で
︑
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
性
に
関
す

る
教
育
法
が
一
つ
の
概
念
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の

「
性
育
」
の
議
論
は
︑
訳
者
の
國
府
寺
に
よ
っ
て
︑
予
告
通
り
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

　
同
年
九
月
︑
雑
誌
『
教
育
時
論
』
に
國
府
寺
の
「
性
育
」
論
に
関
す
る
講
演

録
が
「
性
育
論
一
班
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た（

53
）

︒
こ
こ
で
國
府
寺
は

「
性
育
」
と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
︑「
此
種
ノ
教
育
法
」
が
未
だ
に
日
本
に

お
い
て
「
発
達
」
し
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
つ
つ
︑
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開

す
る
︒
ま
ず
︑
國
府
寺
は
︑「
幼
児
」
に
は
「
猥
褻
ナ
ル
小
説
」
や
「
淫
逸
ノ

談
話
」
を
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
︑「
教
育
家
」
へ
の
注
意
を
促
し
だ
す
︒

次
い
で
「
男
女
交
接
ノ
所
由
ト
方
法
」
を
「
成
婚
期
」
の
「
児
童
」
や
「
交

接
」
を
経
験
し
て
い
な
い
「
少
年
」
に
教
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て

そ
れ
は
︑「
男
女
間
ニ
生
ズ
ル
諸
種
ノ
悪
弊
」
や
「
自
辱
」（
オ
ナ
ニ
ー
の
こ
と

─
─
筆
者
注
）
を
防
ぐ
た
め
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
興
味
深
い
こ
と

に
︑「
此
種
ノ
教
育
法
」︑
す
な
わ
ち
「
男
女
交
合
」
の
こ
と
な
ど
を
教
え
よ
う

と
す
る
こ
と
が
「
猥
褻
ニ
捗
ル
」
も
の
で
「
従
来
之
ヲ
秘
密
ノ
事
」
と
し
て
い

る
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
難
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
て
明
治
中
期
に
は
︑
子
ど
も
を
俗
悪
な
性
情
報
か
ら
遠
ざ
け
る
べ
き

と
す
る
こ
と
︑
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を
認
め
︑
か
つ
そ
れ
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
と
す
る
教
育
論
が
出
そ

ろ
い
︑
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
一
連
の
教
育
論
を
あ
ら
わ
す
概
念
の
存
在
も
欧
米

か
ら
の
輸
入
と
い
う
か
た
ち
で
出
現
し
︑
現
代
に
よ
り
つ
な
が
る
〝
性
教
育
〟

論
の
強
い
「
枠
組
み
」
が
見
え
始
め
て
き
た
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
以
上
の
よ

う
な
状
況
が
完
成
し
た
こ
の
時
点
を
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
と
見
做
し
た
い
︒

本
稿
に
お
い
て
も
〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
の
時
期
の
設
定
は
茂
木
と
同
様
だ
が
︑

「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
変
容
過
程
を
よ
り
詳
細
に
︑
か
つ
そ
の
文
化
性
に

着
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
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（
四
）〝
性
教
育
〟
書
と
し
て
の
『
造
化
機
論
』
？

　
さ
て
︑〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
︑
見
て
き
た
よ
う

な
明
治
初
中
期
に
発
展
・
出
現
し
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要

素
の
教
育
論
が
︑
こ
の
時
期
の
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
ち
︑

い
か
な
る
文
化
的
な
現
象
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
詳

し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
実
は
︑
先
の
『
造
化
機
論
』
系
史
料
を
め
ぐ
っ
て

は
︑
こ
の
『
造
化
機
論
』
の
性
知
識
を
子
ど
も
に
教
え
よ
う
と
し
た
動
き
も
存

在
し
て
お
り
︑
こ
の
事
実
は
〝
性
教
育
〟
論
の
歴
史
研
究
と
し
て
は
看
過
で
き

な
い
出
来
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
で
は
そ
の
動
き
を
見
て
い
く
こ
と
で
︑

こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
発
展
・

出
現
が
日
本
に
と
っ
て
い
か
な
る
文
化
現
象
で
あ
っ
た
の
か
を
さ
ら
に
見
て
い

く
︒

　
一
八
七
七
年
（
明
治
十
）
に
︑
望
月
誠
『
子
育
の
草
紙
』
な
る
全
八
巻
本
の

書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
︒
こ
の
書
籍
は
︑「
う
さ
ぎ
屋
」
な
る
出
版
会
社
を
経
営

す
る
望
月
が
︑
世
の
母
親
に
対
し
「
小
児
養
育
の
大
旨
」
を
授
け
る
た
め
に
書

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
第
一
巻
の
緒
言
か
ら
読
み
取
れ
る（

54
）

︒
そ
の
た
め
こ
の

書
籍
の
中
で
は
主
に
母
親
に
あ
て
た
子
育
て
に
関
す
る
知
識
が
ふ
ん
だ
ん
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
︑
第
四
号
に
は
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
書
か
れ
て
い
る
︒

少
者
の
淫
事
を
戒
め
ね
ば
な
ら
ぬ
事

親
の
眼
か
ら
子
を
見
る
と
い
つ
も
小
供
の
や
う
な
れ
ど
︑
何
時
そ
の
子
が

親
と
な
つ
て
居
る
や
う
な
不
都
合
が
世
間
ま
ゝ
に
あ
る
の
も
︑
み
な
親
の

油
断
よ
り
起
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
弱
冠
よ
り
淫
事
に
耽
る
と
き
は
身
体

の
充
分
に
長そ
だ

た
ぬ
計
り
で
な
く
︑
才
能
も
と
も
に
進
ま
ず
︑
又
こ
れ
が
た

め
に
若
死
す
る
も
の
も
あ
る
ゆ
え
︑
実
に
恐
る
べ
き
事
で
は
有
ま
せ
ん
か

（
︙
︙
）
こ
こ
に
不
都
合
な
こ
と
は
女
色
は
ど
の
や
う
に
も
戒
方
も
あ
り

ま
せ
う
が
︑
さ
て
手
淫
と
い
ふ
も
の
は
独
で
す
る
こ
と
ゆ
え
︑
親
も
こ
の

戒
め
か
た
に
は
甚
だ
困
ま
す
︒
夫
に
は
造
化
機
論
や
造
化
秘
事
で
も
読
せ

て
淫
事
の
害
に
な
る
こ
と
を
よ
く
合
点
せ
る
よ
り
ほ
か
に
手
段
は
あ
り
ま

す
ま
い（

55
）

　
こ
こ
で
は
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
を
抑
制
す
る
た
め
の
知
識
を
子
ど
も
に
与

え
る
た
め
に
︑『
造
化
機
論
』
や
『
造
化
秘
事
』
を
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
よ
う

に
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
こ
の
時
代
の
出
版
業
界
の
人
物
が
こ
う
述
べ
て
い

る
こ
と
は
︑
大
変
に
興
味
深
い
事
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
時

代
︑
新
聞
や
雑
誌
の
広
告
で
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
宣
伝
さ
れ
る
際
に
は
︑

こ
れ
を
子
ど
も
に
伝
え
読
ま
せ
る
べ
き
教
育
書
と
し
て
売
り
出
し
て
い
る
様
が

多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
事
実
︑
望
月
の
運
営
す
る
「
う
さ
ぎ
屋
」
も
『
造

化
機
論
』
系
書
籍
を
出
版
し
て
い
た（

56
）

︒
こ
の
時
期
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑

そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
は
言
わ
れ
な
い
に
せ
よ
︑
い
わ
ゆ
る
現
代
の

〝
性
教
育
〟
本
の
よ
う
な
扱
い
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
い
く
つ
か
例
示

し
よ
う
︒
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通
俗
男
女
自
衛
論
（
︙
︙
）

一
々
図
画
を
挿
み
婦
女
幼
童
に
も
解げ
し
や
す易

か
ら
し
め
︑
ま
た
師
父
が
子こ
ど
も弟

教

育
の
参
考
と
な
し
︑
或
ハ
幼お
さ
な
き
こ
ど
も

稚
子
弟
が
憚
り
な
く
師
父
に
質
問
し
得
ん
た

め
︑
淫い
む
べ
き
み
だ
ら

蕩
忌
避
の
語
文
を
居
も
ち
ひ

ず
︑
是
皆
著
述
者
の
用
意
を
継
述
る
処
に
て
︑

今
亦
斯
に
江 
湖
の
信
認
を
得
風
習
を
一
変
し
国
家
の
幸
福
を
補
は
バ
︑

吾
輩
の
功む
な
し
か
ら

亦
空
ざ
る
べ
し（

57
）

婦
女
性
理
一
代
鑑
（
︙
︙
）

本
朝
医
学
の
泰
斗
と
す
る
陸
海
軍
医
両
総
監
松
本
戸
塚
大
先
生
︑
且
亦
本

邦
女
教
の
先
導
者
と
も
云
べ
き
外
務
大
輔
森
公
の
題
序
を
以
て
瞭
然
せ
り
︒

米
国
に
て
は
女
学
校
ハ
勿
論
大
中
諸
校
此
書
を
備
へ
ざ
る
ハ
な
く
︑
亦
紳

士
尊
姐
此
書
を
知
ら
ざ
れ
バ
恥
辱
と
な
る
に
至
れ
り（

58
）

造
化
妙
々
奇
談
（
︙
︙
）

皆
造
化
の
功
徳
を
平
仮
名
附
画
入
に
て
極
解
り
易
く
記
し
た
る
書
に
て
︑

諸
君
一
度
御
読
成
さ
る
と
忽
ち
知
恵
を
開
き
升
か
ら
︑
大
人
方
も
子
供
衆

も
一
冊
御
求
め
の
上
御
覧
を
願
ひ
升（

59
）

　
こ
の
よ
う
に
︑
広
告
に
お
い
て
は
子
を
持
つ
親
の
た
め
の
教
育
書
と
し
て
︑

ま
た
は
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
べ
き
書
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
︒
見
て
き
た

よ
う
に
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
具
体
的
な
性
知
識
や
あ
る
べ
き
性
道
徳
に

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
紹
介
す
る
書
で
あ
る
か
ら
︑
構
図
と
し
て
こ
の
広
告
自
体
が

〝
性
教
育
〟
論
的
で
あ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育

論
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
広
く
世
に
知
ら
し
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒
と
は
い
え
︑

こ
の
よ
う
な
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
社
会
の
な
か
で
必
ず
し
も
好
意
的
に

受
け
取
ら
れ
て
い
た
書
籍
群
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
明
治
初
中
期
に

お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
限
界
を
示
す

こ
と
に
も
な
る
︒

　『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
い
く
つ
か
の
な
か
で
は
︑
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

知
識
が
学
術
的
で
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し（

60
）

︑
さ
ら
に
著
述

関
係
者
が
研
究
職
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
あ
る（

61
）

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
述
べ
て
き

た
よ
う
な
教
育
書
と
し
て
の
宣
伝
は
こ
の
時
期
︑
あ
ま
り
功
を
奏
さ
な
か
っ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
時
代
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
と

あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
と
め
ら
れ
︑「
学
術
」
ジ
ャ
ン
ル
と
は
ま
た
違
っ
た
取
り

扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
︒

（
五
）『  

造
化
機
論
』
系
書
籍
の
も
た
ら
し
た
社
会
的
摩
擦
か
ら
見
え
る
日
本
文
化

　『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
読
解
の
難
易
度
・
学
術
性
に
個
々
で
差
異
が
あ
る

こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
が
︑
同
時
代
に
︑
い
か
な
る
内
容
で

あ
る
に
せ
よ
︑
次
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
︒
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婦
女
性
理
一
代
鑑
（
︙
︙
）

此
書
ハ
米
国
有
名
の
医
学
博
士
ナ
フ
ェ
ー
ス
氏
多
年
刻
苦
し
て
著
せ
し
所

に
し
て
︑
女
子
一
生
涯
其
身
及
び
他
人
に
対
し
て
の
義
務
を
尽
さ
し
め
ん

が
た
め
正
確
な
る
術
学
に
基
き
道
徳
学
の
体
裁
を
以
て
論
説
せ
る
無
類
の

珍
書
な
り（

62
）

男
女
自
衛
造
化
機
新
論 

全
（
︙
︙
）

本
書
ハ
大
に
世
に
流
布
■
造
化
機
云
々
と
題
す
る
書
と
大
に
面
目
を
異
に

し
︑
最
も
新
説
閨
房
衛
生
術
の
珍
書
な
り（

63
）（

■
は
文
字
が
つ
ぶ
れ
て
判
読
不

能
な
箇
所
を
指
す
）

人
身
造
化
論
（
︙
︙
）

（
ア
メ
リ
カ
で
）
三
百
六
十
万
部
ヲ
売
捌
ケ
リ
ト
云
程
ノ
珍
書
ナ
リ
（
︙
︙
）

世
間
往
々
見
ル
処
ノ
猥
褻
ノ
書
ト
同
一
視
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ（

64
）

　
こ
の
様
に
︑
明
治
初
中
期
︑
さ
ら
に
後
期
に
お
い
て
も
︑『
造
化
機
論
』
系

書
籍
は
「
珍
書
」（
類
似
す
る
名
称
に
︑「
奇
書
」「
珍
本
」
な
ど
も
あ
る
︒
本
稿
で

は
「
珍
書
」
で
統
一
す
る
）
と
い
う
書
籍
ジ
ャ
ン
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
た
︒
そ

し
て
︑「
珍
書
」
は
次
の
よ
う
な
書
籍
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し

た
い
︒

珍
書
●マ
マ

出
版
　
男
女
う
わ
き
く
ら
べ

此
珍
書
ハ
（
︙
︙
）
浮
気
の
模
様
を
比
較
せ
し
（
︙
︙
）
面
白
を
専
一
に

仕
組
し
（
︙
︙（

65
）

）

　
ほ
か
に
も
︑「
珍
書
」
ジ
ャ
ン
ル
は
『
花
競
芸
妓
評
判
記（

66
）

』『
芸
妓
の
い
の
ち

げ（
67
）

』
な
ど
︑
学
術
色
は
な
く
︑
通
俗
的
に
「
色
」
な
ど
の
性
の
話
題
を
取
り

扱
っ
た
書
籍
と
同
一
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
︒
右
記
に
示
し
た
『
人
身
造
化

論
』
の
広
告
文
が
「
猥
褻
ノ
書
」
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ

に
は
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
︑
猥
褻
で
あ
る
と
い
う
同
時
代
人
の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
︒
赤
川
学
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑『
造

化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
内
容
の
学
術
性
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
出
版
さ
れ
始
め
た

当
初
か
ら
猥
褻
な
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
り
︑
揶
揄
や
非
難

の
対
象
と
な
っ
て
い
た（

68
）

︒
そ
の
た
め
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
し
ば
し
ば
発

禁
処
分
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た（

69
）

︒『
造
化
機
論
』
系
書
籍
が
猥
褻
だ
と
見
做

さ
れ
る
要
因
の
一
つ
に
は
︑
性
器
の
写
実
的
な
図
像
が
頻
繁
に
記
載
さ
れ
て
い

た
こ
と
や
︑
性
交
な
ど
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（

70
）

︒
ま
た
︑

次
の
よ
う
な
水
準
で
の
非
難
も
多
く
見
受
け
ら
れ
た
︒

●
性
理
書
に
係
る
内
訓

近
来
性
理
学
の
思
想
進
歩
し
た
る
結
果
と
も
い
ふ
べ
き
に
や
︑
府
下
を
始

め
各
地
の
操
觚
者
中
一
種
の
裨
史
小
説
め
き
た
る
男
女
色
情
論
若
く
ハ
生
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殖
器
論
︑
男
女
交
合
論
抔
を
著
述
し
て
公
に
し
た
る
も
の
（
︙
︙
）
是
等

の
著
書
ハ
成
る
べ
く
部
数
の
多
く
売
捌
け
ん
と
を
欲
す
る
の
余
り
︑
諸
新

聞
上
に
動
も
す
れ
バ
風
俗
を
害
す
べ
き
猥
褻
な
る
文
句
を
並
べ
て
広
告
を

為
し
購
読
者
を
引
く
も
の
少
な
か
ら
ざ
る
に
付
︑
自
今
各
府
県
に
於
て
も

十
分
注
意
し
︑
甚
し
き
広
告
為
す
も
の
あ
ら
バ
断
然
差
止
む
べ
き
旨
︑
此

程
其
筋
よ
り
各
府
県
知
事
へ
内
訓
せ
ら
れ
た
り
と
す（

71
）

　
こ
の
よ
う
に
︑「
内
訓
」
が
発
令
さ
れ
る
ほ
ど
︑
広
告
レ
ベ
ル
で
猥
褻
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
︒『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
風
俗
壊
乱
を
生

む
可
能
性
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

『
造
化
機
論
』
系
書
籍
は
︑
視
覚
的
に
は
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
警
戒
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

其
書
名
ニ
造
化
ノ
二
字
ヲ
冒
シ
︑
又
巻
首
ニ
浮
世
体
ノ
画
ヲ
挿
ム
等
︑
些

カ
時
ヲ
追
フ
ノ
態
ア
レ
ド
モ
︑
其
論
説
ニ
至
テ
ハ
然
ラ
ス
︑
専
ラ
確
実
ヲ

主
ト
セ
リ
︒
因
テ
茲
ニ
之
ヲ
辨
ス（

72
）

過
日
鉄
馬
（
お
そ
ら
く
鉄
道
馬
車
の
こ
と
─
─
筆
者
注
）
に
乗
た
ら
車
中
広

告
に
古
渡
り
唐
桟
う
つ
し
一
手
販
売
矢
島
商
店
と
し
て
︑
其
広
告
に
若
き

男
女
が
握
手
し
て
居
る
書
が
あ
つ
た
︒
あ
れ
で
ハ
造
化
機
論
か
男
女
交
合

本
の
表
紙
の
様
だ
︒
早
速
取
除
て
も
ら
ひ
た
い（

73
）

　「
巻
首
ニ
浮
世
体
」︑
ま
た
「
男
女
が
握
手
」
し
て
い
る
絵
柄
が
あ
る
だ
け
で
︑

猥
褻
な
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
よ
う
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
近
代
西
洋
の
性
知
識
を
取
り
込
ん
だ
『
造
化
機
論
』

系
の
書
籍
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
取
り

込
む
う
え
で
重
要
な
役
割
を
様
々
果
た
し
た
と
言
え
る
が
︑
同
時
代
の
評
価
と

し
て
は
︑
教
育
的
・
学
問
的
だ
と
し
て
推
奨
す
る
声
も
あ
っ
た
も
の
の
︑
実
際

は
そ
う
は
見
ら
れ
に
く
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
後
に
改
め
て
触
れ
る
が
︑〝
性

教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
明
治
初
中
期
に
は
こ
の

『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
お
い
て
中
心
に
展
開
さ
れ
た
た
め
︑
教
育
的
・
学
問

的
だ
と
は
︑
広
く
社
会
に
認
め
ら
れ
に
く
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
六
）
猥
褻
で
異
質
な
議
論
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
の
概
念
化
現
象

　
加
え
て
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
︑
こ
の
時
期
に
付

け
加
え
ら
れ
た
教
育
論
の
性
質
を
再
考
す
れ
ば
︑
さ
ら
に
興
味
深
い
一
面
が
見

え
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
代
西
洋
の
影
響
を
受
け
る
以
前
の
日
本
の
教
育
・

医
学
領
域
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
以
降
の
時
代
と
比
し
て
子
ど
も
に
対
し
て
教
え

ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
性
知
識
に
関
す
る
語
彙
の
少
な
さ
が
あ
り
︑「
色
」
な

ど
が
害
悪
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
も
そ
も
︑

子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
に
着
目
す
る
と
い
う
視
点
も
少
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
よ
う
な
近
代
西
洋
の
性
知
識
の
流
入
は
︑



日本における〝性教育〟論の源流と誕生

173

そ
の
状
態
か
ら
様
々
な
語
彙
を
加
え
て
い
き
︑
そ
れ
ら
様
々
な
性
知
識
を
子
ど

も
に
与
え
る
こ
と
も
重
要
で
教
育
的
だ
と
し
た
︒
こ
れ
は
︑
日
本
の
教
育
・
医

学
系
の
文
化
土
壌
に
お
い
て
は
新
規
な
体
験
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
た

め
︑
従
来
の
日
本
の
教
育
観
な
ど
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
具
体
的
な
性
知
識

の
教
授
も
「
猥
褻
」
だ
と
見
做
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
︒

　
実
際
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
國
府
寺
の
「
性
育
」
論
に
お
い
て
は
︑
性
交
に

関
す
る
知
識
な
ど
を
子
ど
も
に
教
え
る
こ
と
が
「
猥
褻
ニ
捗
ル
」
と
批
判
さ
れ

る
文
化
土
壌
が
あ
る
と
苦
言
を
呈
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
明
治
初
期
に
見
ら
れ
た

よ
う
な
修
身
教
科
書
の
な
か
の
性
に
関
す
る
記
述
は
︑
そ
の
あ
と
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
く
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
林
葉
子
に
よ
れ
ば
︑
一
八
九
六
年
（
明

治
二
十
九
）
に
呉
秀
三
の
『
新
選
人
身
生
理
学
　
附
衛
生
一
班
』
が
︑「
生
殖

器
」
に
関
わ
る
記
載
箇
所
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
教
科
書
と
し
て
検
定
不
合
格

と
な
り
不
採
用
と
な
っ
た
と
い
う
か
ら（

74
）

︑
日
本
に
お
い
て
︑
子
ど
も
に
詳
し
く

性
知
識
を
教
え
る
議
論
が
温
か
く
は
迎
え
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
様
が
み
て
と
れ

る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
明
治
初
中
期
に
出
現
し
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組

み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
猥
褻
だ
と
見
做
さ
れ
た
書
籍
の
な
か
で
主
に

展
開
さ
れ
た
点
と
︑
要
素
の
議
論
が
そ
も
そ
も
猥
褻
だ
と
見
做
さ
れ
た
点
で
︑

二
つ
の
受
難
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
要
因
か
ら
︑

一
八
八
八
年
の
一
部
の
学
識
者
に
よ
る
「
性
育
」
論
の
よ
う
な
︑
こ
れ
ら
の
教

育
論
を
概
念
化
し
た
教
育
論
の
紹
介
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
︑
明
治
初
中
期
に

は
︑
こ
れ
が
と
く
に
社
会
の
な
か
で
重
要
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
実

際
︑
國
府
寺
ら
の
新
規
な
試
み
に
何
か
大
き
な
反
響
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
も
な

か
っ
た
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
従
来
の
日
本
文
化
と
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

概
念
化
さ
れ
た
教
育
論
の
誕
生
が
こ
の
時
期
の
日
本
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

従
来
の
日
本
に
あ
っ
た
︑
可
能
な
限
り
子
ど
も
に
性
に
関
す
る
具
体
的
な
情
報

を
伝
え
る
事
を
避
け
る
教
育
論
の
み
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
誕
生
に
は
い
た

ら
な
か
っ
た
︒〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑
そ

の
す
べ
て
が
日
本
に
と
っ
て
新
規
な
発
想
で
は
な
い
に
せ
よ
︑〝
性
教
育
〟
論

が
誕
生
す
る
た
め
に
は
︑
よ
り
子
ど
も
と
性
と
い
う
議
論
に
向
き
合
う
文
化
の

輸
入
が
必
要
だ
っ
た
︒

（
七
）
小
括

　
明
治
初
中
期
ま
で
に
は
︑
日
本
の
従
来
あ
っ
た
子
ど
も
の
性
に
関
す
る
教
育

論
に
近
代
西
洋
の
知
が
加
わ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素

は
現
代
に
繫
が
る
も
の
が
多
く
出
そ
ろ
い
︑
一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
）
に

國
府
寺
が
「
性
育
」
と
い
う
一
連
の
教
育
論
を
概
念
化
す
る
言
葉
を
輸
入
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
︑〝
性
教
育
〟
論
は
誕
生
す
る
︒
し
か
し
︑
見
て
き
た
よ
う
な

猥
褻
な
も
の
と
し
て
︑
異
文
化
な
も
の
と
し
て
の
受
容
が
あ
っ
た
た
め
に
︑

〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
多
く
は
学
問
的
・
教

育
的
に
は
あ
ま
り
扱
わ
れ
ず
︑
社
会
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
重
要
視
は
さ
れ
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
異
文
化
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑〝
性
教

育
〟
論
の
誕
生
は
欧
米
の
文
化
が
多
く
流
入
さ
れ
る
こ
の
時
期
に
生
じ
た
︒
そ

し
て
︑
み
て
き
た
よ
う
な
性
教
育
〟
論
の
受
難
は
︑
こ
の
状
況
を
見
か
ね
た

人
々
の
訴
え
に
よ
っ
て
︑
明
治
後
期
か
ら
新
た
な
変
化
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

四
　〝
性
教
育
〟
論
の
勢
力
拡
大

（
一
）
明
治
初
中
期
に
お
け
る
学
識
者
の
性
研
究

　
明
治
も
後
期
に
入
る
と
︑〝
性
教
育
〟
論
が
一
つ
の
ブ
ー
ム
と
言
え
る
ほ
ど

花
開
く
こ
と
は
多
く
の
先
行
研
究
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
本
章
で
は
こ

の
現
象
を
︑
性
に
関
す
る
議
論
の
学
問
化
現
象
と
い
う
軸
で
捉
え
な
お
し
て
み

た
い
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
前
章
ま
で
見
て
き
た
明
治
中
期
ま
で
の
〝
性
教

育
〟
論
の
状
況
に
も
た
ら
さ
れ
る
新
た
な
展
開
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
︒
同
時

に
︑
こ
の
時
代
の
〝
性
教
育
〟
論
の
隆
盛
が
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
現
象

だ
っ
た
の
か
を
よ
り
深
く
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
明
治
初
中
期
に
︑
明
確
な
学
術
領
域
の
な
か
で
︑
例
え
ば
医
学
・
教
育
学
の

専
門
雑
誌
や
書
籍
に
お
い
て
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
な

「
色
情
」
や
「
情
欲
」
に
関
す
る
性
の
議
論
が
扱
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
︒
た
だ
そ
れ
は
︑
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
︒
例

と
し
て
医
学
領
域
に
目
を
向
け
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
媒
体
で
の
議
論
で
は
︑
前
述

し
て
き
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
教
育
論
の
い
く
つ
か
は
︑
時

折
医
学
雑
誌
や
小
児
科
学
書
な
ど
で
時
折
見
ら
れ
た（

75
）

︒
た
だ
し
『
造
化
機
論
』

的
な
性
の
議
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
海
外
の
議
論
を
そ
の

ま
ま
抄
録
し
た
も
の
が
多
く
︑
日
本
人
の
学
識
者
自
ら
議
論
を
提
起
す
る
と
い

う
形
で
は
あ
ま
り
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
期
︑
医
学

の
専
門
誌
な
ど
で
は
︑
こ
う
し
た
性
の
議
論
は
学
問
上
の
重
要
性
が
さ
ほ
ど
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
た
め
︑
明
治
初
中
期
ま
で

は
︑
先
述
の
「
性
育
」
論
が
先
駆
的
で
あ
る
の
み
で
︑
こ
の
よ
う
な
近
代
西
洋

の
性
科
学
の
議
論
は
学
術
媒
体
で
は
活
発
で
あ
る
と
は
言
え
ず
︑〝
性
教
育
〟

論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
︑『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
な
か

で
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
︒

　
前
章
に
お
い
て
『
造
化
機
論
』
系
の
書
籍
が
学
問
的
な
も
の
と
し
て
な
か
な

か
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
︑
医
学
者
も
し
ば
し
ば
『
造
化
機

論
』
系
書
籍
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
刊
行
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

そ
の
際
︑
医
学
関
係
者
に
よ
っ
て
そ
の
書
籍
が
宣
伝
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
多

く
の
場
合
︑
そ
の
書
籍
が
世
間
一
般
で
は
猥
褻
な
書
籍
だ
と
見
做
さ
れ
る
こ
と

を
踏
ま
え
︑
宣
伝
者
は
そ
の
書
籍
を
「
確
実
ヲ
主
」
と
す
る
も
の
と
主
張
し
た

り（
76
）

︑「
学
理
上
」
有
益
で
あ
る
と
主
張
し
た
り
し
て（

77
）

︑
学
術
性
を
強
調
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
が
い
わ
ゆ
る
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
伴
う
名

称
・
装
丁
・「
珍
書
」
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
︑
収
益
を
見
込
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
点
を
考
慮
し
て
も
︑
医
学
者
に
よ
っ
て
は
『
造
化
機
論
』
的
な
性
知
識
を

学
問
上
必
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
着
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目
に
値
す
る
︒

（
二
）
明
治
後
期
に
お
け
る
性
研
究
の
隆
盛

　
そ
う
し
た
動
き
を
引
き
継
ぐ
か
の
よ
う
に
︑
明
治
も
後
期
に
入
っ
て
く
る
と
︑

「
色
情
」
や
「
性
欲
」
に
関
す
る
近
代
西
洋
の
性
知
識
が
学
問
上
有
用
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
学
識
者
が
︑
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
︒
本
稿
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
文
脈
に
即
し
た
形
で
そ
の
こ
と
に
触
れ

て
い
こ
う
︒
医
学
・
教
育
学
分
野
の
学
識
者
た
ち
は
そ
う
し
た
主
張
を
展
開
し

た
主
要
な
人
々
だ
っ
た
が
︑
明
治
後
期
か
ら
の
さ
き
が
け
の
存
在
と
し
て
目
立

つ
の
は
︑
医
学
者
の
富
士
川
游
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
）︑

雑
誌
『
児
童
研
究
』
に
お
い
て
「
学
齢
児
童
の
色
情
に
就
き
て
」
と
い
っ
た
彼

の
論
考
が
掲
載
さ
れ
た
︒
彼
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
︒

余
は
学
齢
児
童
の
色
情
︑
す
な
は
ち
正
規
の
色
情
発
動
の
年
齢
に
達
せ
ざ

る
児
童
の
色
情
に
就
き
︑
一
二
の
要
項
を
述
べ
て
︑
我
邦
児
童
研
究
家
の

一
読
を
請
は
む
と
す
（
︙
︙
）
た
ゞ
児
童
研
究
の
精
神
生
理
的
及
　
病
理

的
方
面
の
必
要
を
説
か
む
と
欲
す
る
（
︙
︙
）
余
は
前
に
も
断
り
し
如
く
︑

医
学
生
に
し
て
（
︙
︙
）
児
童
研
究
を
真
に
科
学
的
に
為
し
︑
而
し
て
之

を
教
育
の
原
理
の
上
に
応
用
せ
む
と
な
ら
ば
︑
先
づ
神
経
系
統
の
生
理
的

及
び
病
理
的
機
能
を
研
究
す
る
の
要
あ
り
と
信
ず
れ
ば
な
り（

78
）

通
俗
的
生
殖
機
論
の
書
籍
（
独
逸
に
も
盛
に
行
は
る
︒
我
邦
に
も
数
種
の
訳

書
あ
り
と
覚
ゆ
）
は
︑
記
事
確
実
な
ら
ず
︑
医
学
の
知
識
な
き
人
に
し
て
︑

之
を
閲
読
す
る
は
︑
よ
ろ
し
か
ら
ず（

79
）

　
こ
こ
で
富
士
川
は
︑「
学
齢
児
童
の
色
情
」
と
い
う
教
育
問
題
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
︑「
色
情
」
に
関
す
る
生
理
学
・
医
学
（
特
に
病
理
学
）
知
識
が
︑
教

育
学
領
域
で
も
学
際
的
に
扱
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
ま

た
︑
こ
の
時
期
に
も
盛
ん
で
あ
っ
た
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
に
は
眉
唾
物
の
議

論
も
多
い
こ
と
に
触
れ
︑
性
の
議
論
は
よ
り
学
術
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
︒

　
こ
の
時
期
に
は
富
士
川
に
続
い
て
︑
同
様
の
方
向
性
を
持
っ
た
主
張
や
現
象

が
世
に
出
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
そ
れ
は
︑
鈴
木
大
拙
の
論
考
「
性

欲
論（

80
）

」︑
雑
誌
『
人
性
』
の
発
刊
（
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
））︑
澤
田
順
次

郎
の
性
研
究（

81
）

な
ど
が
代
表
的
だ
ろ
う
︒
鈴
木
や
澤
田
ら
の
主
張
は
︑「
性
欲
」

や
生
殖
な
ど
の
性
に
関
す
る
議
論
が
生
物
学
・
生
理
学
・
人
類
学
・
教
育
学
・

心
理
学
・
宗
教
学
・
法
学
等
々
に
重
要
な
議
論
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
も
の
で

あ
り
︑
ま
た
『
人
性
』
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
つ
と
し
た
雑

誌
で
あ
る（

82
）

︒
ま
た
︑
先
に
触
れ
た
雑
誌
『
児
童
研
究
』（
一
八
九
八
年
（
明
治

三
十
一
）
発
刊
）
も
︑
そ
も
そ
も
富
士
川
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
た
よ
う
に
︑

様
々
な
性
に
関
す
る
議
論
も
重
視
さ
れ
て
い
た
教
育
系
の
学
術
雑
誌
だ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
明
治
後
期
に
は
性
に
関
す
る
議
論
の
学
術
性
や
学
際
性
が
う
た
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わ
れ
︑
重
要
な
も
の
と
し
て
様
々
な
分
野
の
媒
体
で
議
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
性
に
関
す
る
議
論
を
学
術
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た
人

物
は
︑
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
欧
米
の
学
問
に
影
響
を
受
け
た
人
物
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
人
物
は
欧
米
留
学
な
ど
の
渡
航
経
験
や
欧
米
の
学
問
に
触
れ
る
中
で
︑

欧
米
で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
︒
言
わ
ば
︑
そ

こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
性
に
関
す
る
議
論
が
国
際
的
に
標
準
な
議
論
で
あ
る
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
こ
の
時
期
︑「
性
欲
」
な
る
概
念
が
定
着
し
て
い
き
︑
ま
た
︑「
性
」

概
念
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
が
男
女
の
セ
ッ
ク
ス
を
あ
ら
わ
す
意
味
と
し
て
も
定

着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
学
問
化
の
流
れ
と
歩
み
を
同

じ
く
す
る（

83
）

︒
こ
れ
ら
の
概
念
は
︑
こ
の
時
期
︑
性
に
関
す
る
も
の
ご
と
が
学
問

や
社
会
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
議
論
に
付
随
し
て
登
場
す
る
︒
す

な
わ
ち
︑
性
的
欲
望
や
性
別
に
関
す
る
物
事
が
本
能
・
本
質
的
で
人
間
社
会
を

考
え
る
う
え
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
主
題
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
物
事
が
社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
っ
た
︒
人
間
に
は
本
能
・
本
質
的
な
「
性
欲
」
や
「
性
」
が
あ
り
︑
こ
れ
ら

の
状
態
如
何
が
社
会
の
進
歩
状
況
を
変
容
し
て
い
く
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
て

い
く
︒
こ
う
し
た
議
論
は
︑
こ
れ
ま
で
よ
り
も
学
識
者
た
ち
を
性
に
関
す
る
議

論
に
正
面
か
ら
向
き
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

　
ま
た
︑
性
に
関
す
る
学
術
的
議
論
が
こ
の
時
期
に
加
熱
す
る
理
由
に
は
︑
学

生
風
紀
を
め
ぐ
る
問
題
が
同
時
期
に
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
あ

る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
先
行
研
究
が
触
れ
て
い
る
た
め
詳
述
は
し
な
い
が（

84
）

︑
実
態

は
さ
て
お
き
︑
学
生
の
男
女
交
際
や
学
生
の
売
買
春
な
ど
の
性
的
放
縦
を
め
ぐ

る
問
題
が
叫
ば
れ
︑
ま
た
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
学
生
た
ち
を
刺
激
す
る
性
愛

を
描
い
た
小
説
な
ど
を
掲
載
す
る
媒
体
へ
の
非
難
も
高
ま
っ
て
い
く
︒
こ
れ
は

警
察
の
学
生
取
り
締
ま
り
や
文
部
省
か
ら
の
訓
令
が
下
り
る
な
ど
の
動
き
す
ら

見
せ
た
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た（

85
）

︒
こ
の
様
な
性
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決

す
る
た
め
に
も
︑
性
に
関
す
る
学
術
研
究
の
必
要
性
は
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒

（
三
）〝
性
教
育
〟
論
の
活
発
化

　
そ
の
さ
な
か
︑〝
性
教
育
〟
論
も
ま
た
一
段
と
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
︒

ま
ず
︑
先
述
の
「
性
育
」
と
同
様
の
︑
一
連
の
教
育
論
を
総
称
す
る
概
念
が

様
々
に
現
れ
は
じ
め
た
︒
そ
れ
は
「
性
欲
教
育
」「
色
情
の
教
育
」
と
い
う
名

称
を
筆
頭
に
︑
多
く
の
学
識
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
︑
そ
の

よ
う
な
概
念
で
展
開
さ
れ
る
教
育
論
の
是
非
を
述
べ
る
議
論
も
︑
様
々
な
媒
体

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

　
そ
の
様
相
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
︑
こ
の
時
期
の
雑
誌
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た

〝
性
教
育
〟
論
を
リ
ス
ト
化
し
て
み
た
（
表
1
）︒
選
定
雑
誌
は
医
学
者
・
教
育

学
者
が
登
場
す
る
雑
誌
の
な
か
か
ら
︑『
児
童
研
究
』︑『
教
育
学
術
界
』︑『
教

育
時
論
』︑『
新
公
論
』︑『
中
央
公
論
』︑『
人
性
』
を
中
心
と
し
た
︒
他
の
も
の

は
筆
者
が
そ
れ
ら
の
雑
誌
以
外
で
発
見
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
︒
何
を
も
っ
て

〝
性
教
育
〟
論
と
見
做
し
表
に
組
み
入
れ
る
の
か
の
境
界
選
定
は
難
し
い
が
︑



日本における〝性教育〟論の源流と誕生

177

表 1　明治後期における〝性教育〟論掲載雑誌リスト

海外の〝性教育〟論紹介
著者 年代 タイトル 掲載雑誌 巻、号
エドワード・カーペンター 1900 教育に於ける愛情を論ず 教育学術界 一巻八号
著者名なし 1903 少年教育に於ける性欲問題 教育学術界 八巻一号
著者名なし 1902 青年色情教育論 児童研究 五巻十号
リツー 1905 色情ノ説明 人性 一巻七号
コーン 1905 色情上ノ教示 人性 一巻八号
カール・ウルマン 1906 色情ノ説明 人性 二巻三号
フラツハス 1906 小児ノ生殖生活 人性 二巻八号
著者名なし 1909 性欲教育要綱 人性 五巻一号
著者名なし 1909 児童の生殖生活 人性 五巻三号
ステフアニー 1909 学齢児童ノ衛生教育 児童研究 十三巻一号
カー・ヤッフェー 1909 性欲教育問題ノ現状 児童研究 十三巻四号
ビオ・フオア 1910 学校に性欲教育を教へざるは愚なり 新公論 二十五年三号
クルト・ガイスレルほか 1910 教育学的科目ニヨリテ若年者ニ生殖ノ事ヲ学バシメルコト 児童研究 十三巻七号
著者名なし 1910 万国学校衛生会議 児童研究 十三巻九号
著者名なし 1911 性欲教育の必要 人性 七巻八号
著者名なし 1912 生殖衛生に就ての規定 人性 八巻二号
クラーメル 1912 性欲発動期ト学校 児童研究 十五巻六号
アルベルト・モル、
笠原道夫（訳、解説）

1909 ～
1910 （連載）児童の性欲に就て 児童研究 十二巻八号～

十三巻十号
アルベルト・モル、
笠原道夫（訳、解説）

1910 ～
1911 （連載）小児の性欲に就て 児童研究 十三巻十一号

～十四巻八号

日本における〝性教育〟論
著者 年代 タイトル 掲載雑誌 巻、号
鈴木大拙 1900 性欲論 日本人 一二九号
著者名なし 1900 発情期の注意。 児童研究 二巻九号
深憂生第 1901 貞潔 ( チャステ ) の徳につきて世の教育家に訴ふ 教育学術界 二巻二号
久津見蕨村 1904 恋愛と教育（下） 教育時論 六九八号
高島平三郎 1904 性育論 児童研究 七巻四号
三島通良 1906 学校生徒ノ色情問題 児科雑誌 七十号
三島通良 1906 生殖生活は学校生徒に教ゆべからざる歟 新公論 二十一年六号

乙竹岩造 1907 現時欧州ニ於ケル性欲ニ対スル教育及飲酒ニ対スル教育ノ
状況ニ関スル報告 官報 三月二十三日

乙竹岩造 1907 現時欧州に於ける性欲に対する教育及び飲酒に対する教育
の状況に関する報告 児童研究 十巻四号

文部省 1907 欧州の性欲対教育（上） 教育時論 七九二号
文部省 1907 欧州の性欲対教育（下） 教育時論 七九三号
著者名なし 1907 人欲と教育 教育時論 七九二号
著者名なし 1907 情欲教育 家庭雑誌 五巻九号
富士川游 1907 色情の教育 児童研究 十巻十号
富士川游 1907 色情の教育（承前） 児童研究 十巻十一号
富士川游 1908 色情ノ教育 児童研究 十二巻一号
富士川游 1908 性欲教育問題 中央公論 二十三年十号
龍山義克 1908 性欲教育問題に就いて 教育学術界 十八巻三号
向軍治 1908 最近に現れた二大論文 中央公論 二十三年四号
著者名なし 1908 性欲教育の研究 東京教育雑誌 二二四号
龍山義克 1909 性欲教育問題ニ就テ 児童研究 十二巻七号

高木来喜 1909 性欲教育問題 静岡県医学会
会報 二十三号

内田魯庵 1911 性欲研究の必要を論ず 新公論 二十六年九号
暮村隠士 1911 性欲問題の輪郭 新公論 二十六年九号
向軍治 1911 性欲教育の新方針 新公論 二十六年九号
著者名なし 1912 性欲問題を論ず 開拓者 七巻二号
加藤時次郎 1912 医学上より見たる二個の本能　性欲の抑圧は不安を醸す 新公論 二十七年五号

著者名なし 1912 中学程度の男女学生に性慾に関する知識を与ふることの可
否 中央公論 二十七年一号

著者名なし 1912 中学程度の男女学生に性慾に関する知識を与ふることの可
否、適度及び方式 中央公論 二十七年四号
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前
章
ま
で
見
て
き
た
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
が

「
性
欲
教
育
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で
文
章
内
に
概
念
化
さ
れ
︑
述
べ
ら
れ
て
い

る
も
の
を
選
定
し
た
︒
ま
た
︑「
性
欲
教
育
」
の
よ
う
な
言
葉
が
な
く
と
も
︑

こ
の
種
の
纏
め
ら
れ
た
教
育
論
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
論
じ
て
い

る
も
の
も
加
え
て
あ
る
︒
こ
の
時
期
の
男
女
共
学
可
否
論
争
や
女
子
の
月
経
の

知
識
教
授
に
関
す
る
議
論
な
ど
は
〝
性
教
育
〟
論
と
関
連
す
る
議
論
で
あ
る
が
︑

本
稿
で
は
取
り
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
ゆ
え
︑
混
乱
を
避
け
る
た
め
今
回
は
除
外

し
た（

86
）

︒
様
々
な
制
約
を
加
え
た
も
の
の
︑
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
多
く
あ

る
︒
他
の
史
料
も
援
用
し
な
が
ら
︑
以
下
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
こ
う
︒

　
ま
ず
︑
先
行
研
究
で
︑
こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
が
扱
わ
れ
る
際
に
は

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
か
ら
の
「
性
欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
ば
か

り
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
以
前
に
も
こ
の
種
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が

表
か
ら
わ
か
る
︒
そ
れ
は
︑
富
士
川
游
ら
が
性
の
学
術
性
・
学
際
性
を
う
た
い

は
じ
め
た
時
期
か
ら
少
し
ず
つ
見
ら
れ
る
︒
一
九
〇
七
年
ま
で
の
動
き
を
概
観

す
れ
ば
︑
ま
ず
︑
子
ど
も
の
「
好
奇
心
」
を
「
生
理
学
講
義
」
に
よ
っ
て
応
ず

べ
き
と
す
る
議
論（

87
）

︑
子
ど
も
へ
の
「
男
女
の
関
係
説
明
」
の
議
論（

88
）

と
い
う
欧
米

の
〝
性
教
育
〟
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
き
︑
ま
た
︑「
色
情
教
育
」
な
ど
に
関
す

る
海
外
の
文
献
紹
介
な
ど
も
さ
れ
て
い
く（

89
）

︒
ま
た
︑
日
本
人
に
よ
っ
て
も
「
貞

節
（
チ
ャ
ス
テ
）
の
徳
」
に
関
す
る
教
育
が
日
本
で
は
現
状
形
式
的
に
行
わ
れ

て
い
る
と
し
︑「
深
刻
に
痛
切
に
」
こ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の（

90
）

︑

「
男
女
の
性
欲
発
動
に
関
す
る
諸
種
の
弊
害
を
予
防
」
す
る
た
め
に
「
局
所
の

生
理
を
講
談
」
を
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の（

91
）

︑
学
校
教
育
に
「
性

育
」
の
科
目
を
設
け
︑「
性
欲
」
に
関
す
る
「
指
導
教
訓
」
を
与
え
ね
ば
な
ら

ぬ
と
す
る
も
の（

92
）

︑
な
ど
の
主
張
が
こ
の
時
期
に
す
で
に
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
主
張

は
︑
こ
の
種
の
議
論
が
日
本
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
点
で
一
致
し

て
い
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
動
き
は
︑
日
本
の
学
術
分
野
に
お
い
て
〝
性
教
育
〟
論
が
活
発

に
展
開
さ
れ
る
時
期
の
前
段
階
的
な
動
き
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
こ
の
後
︑

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
か
ら
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）︑
ま
た

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
か
ら
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
に
か
け
て

〝
性
教
育
〟
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
・
変
容
し
て
い
く
（
表
1
も
参
照
）︒

　
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
〇
八
年
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
に
お
い
て
は
「
性

欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
な
る
概
念
が
多
く
み
ら
れ
は
じ
め
る
︒
こ
れ
は

主
に
ド
イ
ツ
に
お
け
るSexualpädagogik

を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
概
念
で
あ
り（

93
）

︑

こ
の
ド
イ
ツ
流
の
「
性
欲
教
育
」
論
を
基
に
し
た
教
育
論
が
多
く
展
開
さ
れ
は

じ
め
た
︒

　
こ
の
時
期
の
議
論
に
お
い
て
ま
ず
注
目
し
た
い
こ
と
は
︑
青
少
年
の
「
花
柳

病
」
や
「
生
殖
器
病
」
を
防
ぐ
た
め
に
︑
性
交
な
ど
に
関
す
る
あ
る
べ
き
知
識

を
授
け
る
「
色
情
の
教
育
」「
性
欲
教
育
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
論
理
が
前
面
に
出
て
い
る
点
で
あ
る（

94
）

︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の

教
育
論
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

実
際
に
︑
こ
の
時
期
は
欧
米
に
お
い
て
︑
青
少
年
のG

eschlechtskrankheiten, 
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venereal disease

（
前
者
は
ド
イ
ツ
語
︒
ど
ち
ら
も
性
病
︑
性
感
染
症
の
意
）
の
問

題
やsex hygiene

（
性
衛
生
学
）
の
文
脈
の
議
論
が
活
発
化
し
た
影
響
で
︑

Sexualpädagogik
やsex education

に
関
す
る
議
論
も
同
時
に
活
発
化
し
始
め

る
時
期
で
あ
っ
た（

95
）

︒
そ
の
た
め
︑
日
本
に
お
け
る
〝
性
教
育
〟
論
の
こ
の
よ
う

な
動
き
は
︑
国
際
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
時
勢
を
追
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
こ
で
少
し
時
期
を
さ
か
の
ぼ
り
︑
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
）
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
た
「
万
国
花
柳
病
予
防
会
議
」
で
の
議
論
の
紹
介
や

こ
れ
に
関
す
る
論
考
が
︑
一
九
〇
七
年
以
前
に
日
本
に
お
い
て
し
ば
し
ば
展
開

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
み
た
い
︒
そ
こ
で
は
︑「
性
欲
教
育
」
の
よ

う
な
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
︑
子
ど
も
の
「
花
柳
病
」
を
未
然
に

防
ぐ
た
め
に
「
注
意
」
や
「
懇
諭（

96
）

」︑「
道
義
の
観
念
を
高
む
る（

97
）

」
こ
と
な
ど
を

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
︒
一
九
〇
二
年
に
は
こ
の
よ
う
な
欧

米
の
動
き
を
追
う
形
で
日
本
花
柳
病
予
防
会
が
設
立
さ
れ
た
が
︑
こ
の
会
の
報

告
書
で
も
子
ど
も
に
は
花
柳
病
の
「
予
防
法
」
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

欧
米
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

98
）

︒

　
加
え
て
︑
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
の
三
島
通
良
の
オ
ナ
ニ
ー
の
害
に

つ
い
て
の
論
考
で
も
︑
子
ど
も
に
「
手
淫
」
の
害
を
「
教
エ
」
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
「
万
国
学
校
衛
生
学
会

議
」
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
る（

99
）

︒「
手
淫
」
の
害

に
つ
い
て
の
言
及
も
︑「
花
柳
病
」
の
話
題
と
共
に
こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟

論
の
な
か
で
中
心
を
占
め
た
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た（

100
）

︒

　
し
た
が
っ
て
︑
一
九
〇
七
年
以
降
の
「
性
欲
教
育
」
や
「
色
情
の
教
育
」
論

の
出
現
と
展
開
は
︑
単
に
ド
イ
ツ
の
議
論
が
突
然
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
︑
そ
う
し
た
前
段
階
の
議
論
も
土
台
に
あ
り
︑
日
本
に
お
い
て
形
を
成

し
始
め
た
の
だ
と
評
せ
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
海
外
の
動
向
を
土
台
と
し
て
︑
こ

の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
こ
れ
以
前
の
時
期
の
議
論
よ
り
も
さ
ら
に
学
術

的
・
国
際
的
な
議
論
と
し
て
の
積
極
的
な
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
︒

　
さ
ら
に
︑
こ
の
時
期
に
は
︑
文
部
省
留
学
生
乙
竹
岩
造
の
︑
ド
イ
ツ
に
お
け

る
「
性
欲
に
対
す
る
教
育
」
の
視
察
に
関
す
る
報
告
が
政
府
の
機
関
紙
で
あ
る

『
官
報
』
に
掲
載
さ
れ（

101
）

︑
時
に
は
こ
の
報
告
は
「
文
部
省
」
名
義
で
他
の
雑
誌

で
掲
載（

102
）

︑
ま
た
は
文
部
省
が
「
性
欲
教
育
」
の
有
用
性
を
「
調
査
」
し
て
い
る

と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
く（

103
）

︒
そ
し
て
︑
谷
本
富
や
富
士
川
游
ら
が
学
校
現
場
で

講
演
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
「
色
情
」
に
関
す
る
教
育
や
「
性
的
教
育
」
を
行

う
と
い
う
教
育
実
践
も
で
は
じ
め
る（

104
）

︒
加
え
て
︑『
読
売
新
聞
』
紙
上
で
︑〝
性

教
育
〟
論
の
是
非
を
問
う
識
者
た
ち
の
議
論
が
十
を
超
え
る
数
で
展
開
さ
れ
た（

105
）

︒

す
な
わ
ち
︑
こ
の
時
期
に
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
学
術
性
・
国
際
性
と
一
定
程
度

の
国
家
的
承
認
や
こ
れ
ま
で
以
上
の
社
会
的
認
知
度
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
〝
性
教
育
〟
論
は
︑
猥
褻
な
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
と
い
う

小
さ
な
領
域
か
ら
脱
し
︑
猥
褻
な
議
論
と
い
う
目
線
に
抗
す
る
力
を
得
て
い
っ

た
︒
こ
の
時
期
の
〝
性
教
育
〟
論
が
︑
性
交
や
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
こ
と
を
子
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ど
も
に
教
え
る
等
の
根
本
的
な
方
向
性
は
持
続
さ
せ
つ
つ
︑
そ
の
ま
ま
で
あ
り

な
が
ら
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
も
ま
た
︑
興
味
深
い
一
面
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑〝
性
教
育
〟
論
を
盤
石
な
も
の
と
す
る
大
き
な
要
因

に
は
︑
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
の
有
無
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

（
四
）  

基
礎
理
論
の
輸
入
、
学
識
者
た
ち
の
参
照
枠
組
み
と
し
て
の
〝
性
教
育
〟

論
の
顕
在
化

　
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
か
ら
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
に
お
け
る
︑

特
筆
す
べ
き
現
象
を
二
点
︑
触
れ
て
い
き
た
い
︒
一
点
目
は
︑〝
性
教
育
〟
論

の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
の
論
理
に
補
強
が
な
さ
れ
て
い
く
点
で

あ
る
︒
注
目
し
た
い
の
は
早
く
も
ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ル
の
『
子
ど
も
の
性
生

活
』
が
医
学
者
の
笠
原
道
夫
に
よ
っ
て
翻
訳
が
試
み
ら
れ
︑
雑
誌
上
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る（

106
）

︒
原
著
は
一
九
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
ほ
ぼ
タ
イ

ム
ラ
グ
な
し
の
翻
訳
で
あ
る
が
︑
モ
ル
の
議
論
は
︑
こ
の
時
期
以
降
の
〝
性
教

育
〟
論
の
な
か
で
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
モ
ル
は
思
春
期
に

当
た
る
年
齢
の
子
ど
も
だ
け
で
な
く
︑
乳
幼
児
期
か
ら
の
子
ど
も
の
性
的
欲

望
・
関
心
に
注
目
し
︑
学
術
的
議
論
を
詳
細
に
展
開
し
︑
低
年
齢
の
子
ど
も
に

関
す
る
〝
性
教
育
〟
論
に
関
す
る
理
論
を
様
々
に
提
供
し
た（

107
）

︒
そ
し
て
︑
モ
ル

と
同
様
︑
今
後
の
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
を
発

展
さ
せ
て
い
く
ジ
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
「
幼
年
時
代
」
の
「
色
情
生
活
」

に
関
す
る
議
論
も
徐
々
に
紹
介
さ
れ
て
い
く（

108
）

︒
他
に
も
︑
こ
の
時
期
以
降
の

〝
性
教
育
〟
論
の
理
論
に
影
響
を
与
え
て
い
く
欧
米
の
性
科
学
者
た
ち
の
議
論

が
取
り
入
れ
ら
れ
整
理
さ
れ
始
め
て
い
る
姿
は
う
か
が
え（

109
）

︑
欧
米
の
議
論
を
い

ち
早
く
取
り
入
れ
︑
我
が
物
に
し
︑
議
論
に
箔
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
様
が

見
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
モ
ル
や
フ
ロ
イ
ト
ら
の
議
論
を
用
い
た
〝
性
教

育
〟
論
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
は
大
正
期
以
降
に
な
る
が
︑
こ
の
時
期

に
既
に
理
論
的
な
多
く
の
部
分
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒

　
二
点
目
は
︑
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
に
雑
誌
『
中
央
公
論
』
に
お
い

て
︑
教
育
・
医
学
関
係
の
学
者
・
学
校
長
ら
（
総
勢
八
十
名
）
を
対
象
と
し
た
︑

「
性
欲
に
関
す
る
知
識
」
を
子
ど
も
に
与
え
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る（

110
）

︒
こ
こ
で
は
︑「
性
欲
教
育
」
な
ど

の
〝
性
教
育
〟
論
が
主
張
す
る
「
性
欲
に
関
す
る
知
識
」
を
与
え
よ
と
す
る
教

育
論
に
つ
い
て
の
賛
否
が
主
に
表
明
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
〝
性
教
育
〟
を
す

る
に
し
て
も
︑
そ
の
な
か
の
ど
の
類
の
教
育
ま
で
な
ら
よ
い
の
か
︑
と
い
っ
た

こ
と
が
詳
細
に
議
論
さ
れ
て
い
る（

111
）

︒
こ
こ
に
お
い
て
多
く
の
日
本
の
学
識
者
ら

が
〝
性
教
育
〟
論
に
何
ら
か
の
形
で
関
心
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

そ
し
て
こ
こ
で
は
︑〝
性
教
育
〟
論
と
い
う
類
の
議
論
が
存
在
す
る
こ
と
が
前

提
と
さ
れ
︑
そ
の
中
身
の
教
育
論
の
賛
否
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
よ
り
も
大
規
模

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
現
象
は
︑〝
性
教
育
〟
論
が
日
本
に
お
い
て
自
立

的
に
存
在
す
る
参
照
枠
組
み
と
し
て
の
教
育
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に

表
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
を
様
々
に
批
判
す
る
論
者
が
居
よ
う

と
も
︑
す
で
に
教
育
論
の
一
つ
と
し
て
︑
多
く
の
学
識
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
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る
存
在
と
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
同
年
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
︑
学
校
教
員
を

対
象
と
し
た
〝
性
教
育
〟
の
可
否
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
花
柳
病
防

止
会
（D

eutsche G
esellschaft Z

ur B
ekäm

pfung der G
eschlechtskrankheiten

）
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
も
興
味
深
い（

112
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
日
本
に
お
け

る
〝
性
教
育
〟
論
を
め
ぐ
る
動
向
は
欧
米
の
水
準
に
至
ら
な
い
ま
で
も
︑
接
近

し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
学
識
者
に
〝
性
教
育
〟
論
に
関
し
て
賛
否
を
う
か
が
う
ア

ン
ケ
ー
ト
が
日
本
で
行
わ
れ
︑
こ
れ
の
要
素
の
議
論
が
理
論
的
に
も
さ
ら
に
補

強
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
︑〝
性
教
育
〟
論
は
認
知
度
の
拡
大
と
理
論
的
な
精

度
の
上
昇
と
い
う
面
か
ら
一
段
と
盤
石
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

（
五
）
そ
し
て
、「
性
教
育
」
概
念
の
誕
生

　
明
治
後
期
は
︑
中
期
ま
で
の
〝
性
教
育
〟
論
に
︑
よ
り
学
術
性
︑
学
際
性
︑

国
際
性
が
付
与
さ
れ
︑
社
会
的
な
勢
力
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
は
︑
学
識
者
達
が
〝
性
教
育
〟
論
を
承
認
・
奨
励
し
︑
積
極
的
に
海

外
の
議
論
を
輸
入
し
て
い
く
中
で
生
じ
︑
認
知
度
の
拡
大
も
こ
れ
に
伴
っ
て

い
っ
た
︒
先
行
研
究
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
大
正
期
以
降
︑
さ
ら
に
〝
性
教
育
〟

論
は
勢
力
を
拡
大
し
躍
進
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
明
治
期
に

〝
性
教
育
〟
論
が
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
盤
石
な
も
の
と
な
り
そ
の
後
の
時

代
に
続
く
土
台
と
し
て
の
完
成
を
見
た
た
め
で
あ
る
︒

　
最
後
に
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
は
現
代
に
お
け
る
「
性
教
育
」
と
い
う
概
念

自
体
が
見
ら
れ
る
の
は
大
正
期
以
降
だ
と
さ
れ
る
が（

113
）

︑
実
は
︑「
性
教
育
」
と

い
う
概
念
自
体
が
出
現
し
始
め
る
の
は
︑
明
治
後
期
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
お
こ
う
︒
そ
れ
は
︑
一
九
一
一
年
（
明
治
四
十
四
）
に
お
け
る
︑

蠣
瀬
彦
蔵
の
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
ー
ク
大
学
の
児
童
研
究
に
関
す
る
報
告
文
の
な

か
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
蠣
瀬
は
︑
ク
ラ
ー
ク
大
学
の
「
児
童
研
究
所
」
の
な
か

で
「
人
種
改
良
」
論
と
と
も
に
「
性
（
セ
ッ
キ
ス
）
教
育
」
に
つ
い
て
講
義
が

な
さ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
一
文
を
残
し
て
い
る（

114
）

︒
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
︑

「
性
教
育
」
と
い
う
概
念
も
誕
生
し
て
い
た
︒
こ
の
「
性
教
育
」
の
中
身
が
い

か
な
る
も
の
か
は
不
明
瞭
だ
が
︑「
人
種
改
良
」
と
い
う
優
生
学
的
な
タ
ー
ム

と
共
に
こ
の
概
念
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
の
後
の
時
代
に
お
け
る

〝
性
教
育
〟
論
の
傾
向
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
明

治
後
期
に
は
︑〝
性
教
育
〟
論
は
理
論
・
概
念
・
勢
力
と
も
に
︑
基
礎
的
な
も

の
が
整
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒

　

お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
は
︑
茂
木
の
研
究
を
継
承
し
な
が
ら
日
本
の
性
教
育
史
の
再

構
築
を
め
ざ
し
て
き
た
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
よ
り
詳
細
な
日
本
の

性
教
育
史
が
構
築
で
き
た
よ
う
に
思
う
︒
日
本
に
お
い
て
は
︑〝
性
教
育
〟
論

の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
は
近
世
後
期
か
ら
す
で
に
︑
限
定
的
な

か
た
ち
で
存
在
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
子
ど
も
に
俗
悪
な
性
情
報
を
与
え
る
媒
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体
に
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
︑
年
長
の
子
ど
も
の
持
つ
性
的
欲
望
・
関
心
を

認
め
︑
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
「
色
」
や
「
淫
」
に
関
す
る
物
事

が
悪
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
に
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
見
る
こ

と
が
で
き
た
︒
近
代
西
洋
の
性
知
識
は
︑
そ
こ
に
幼
少
期
の
子
ど
も
の
性
的
欲

望
・
関
心
に
関
す
る
議
論
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
に
関
す
る
議
論
︑
子
ど
も
に

性
交
に
つ
い
て
の
知
識
を
授
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
な
ど
の
〝
性

教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
を
さ
ら
に
加
え
て
い
く
︒
た
だ
し
︑
明

治
初
期
ま
で
は
︑
こ
れ
ら
の
教
育
論
が
一
連
の
教
育
論
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
に
〝
性
教
育
〟
論
は
依
然
と
し
て
弱
い
「
枠
組
み
」
の

ま
ま
で
あ
り
︑
源
流
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
明
治
中
期
に
は
︑
一
連
の
教
育
論
を
概
念
と
し
て
把
握
す
る
「
性
育
」

概
念
が
登
場
し
︑
こ
の
時
点
で
〝
性
教
育
〟
論
の
強
い
「
枠
組
み
」
は
完
成
し
︑

〝
性
教
育
〟
論
の
ひ
と
ま
ず
の
誕
生
を
見
る
︒

　
明
治
後
期
に
至
る
と
︑
性
に
関
す
る
議
論
が
学
術
性
を
強
く
帯
び
は
じ
め
︑

同
時
に
性
に
関
す
る
議
論
の
領
域
的
拡
大
︑
学
際
化
を
も
た
ら
し
た
︒〝
性
教

育
〟
論
も
こ
の
流
れ
の
中
で
︑
変
容
を
き
た
し
て
い
く
︒
明
治
中
期
ま
で
の

〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
教
育
論
の
な
か
で
も
︑
近
代
西
洋
の
影

響
で
流
入
し
た
教
育
論
は
︑
時
に
猥
褻
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
︑
学
術
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
は
位
置
づ
け
に
く
い
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
な
か
で
中
心
的
に
展

開
さ
れ
て
お
り
︑
猥
褻
な
も
の
と
見
做
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
︒〝
性
教
育
〟
論
の

誕
生
も
︑
こ
の
猥
褻
と
見
做
さ
れ
が
ち
な
議
論
の
流
入
の
中
で
な
さ
れ
た
た
め
︑

当
初
は
反
響
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
本
稿
で
見
た
よ
う
な
性
の
議
論
の
学

術
領
域
化
は
︑〝
性
教
育
〟
論
の
他
の
媒
体
へ
の
広
範
囲
な
進
出
を
も
た
ら
し

た
︒
す
な
わ
ち
︑
明
治
後
期
に
お
い
て
〝
性
教
育
〟
論
は
欧
米
の
議
論
の
影
響

か
ら
︑
き
わ
め
て
学
術
的
・
学
際
的
・
国
際
的
な
議
論
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
は
認
知
度
を
拡
大
し
︑
議

論
も
活
発
化
し
︑
明
治
後
期
に
は
こ
れ
に
関
す
る
理
論
や
こ
れ
を
あ
ら
わ
す
概

念
も
一
通
り
出
そ
ろ
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
は
︑
日
本
に
お
い
て
は
子
ど
も
の
性
を
め
ぐ
る
観

念
や
教
育
観
に
︑
文
化
的
な
変
容
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
︒
近
代
西
洋
の
性

知
識
は
︑
子
ど
も
に
関
す
る
学
問
的
・
教
育
的
議
論
に
︑
大
人
た
ち
が
子
ど
も

の
性
を
め
ぐ
る
現
象
と
よ
り
深
く
向
き
合
う
こ
と
を
促
し
た
︒
近
世
後
期
ま
で

の
議
論
で
は
︑
子
ど
も
に
性
に
関
す
る
具
体
的
知
識
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
態

度
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
明
治
期
以
降
︑
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
や
性
交
な
ど

存
在
を
認
め
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
知
識
を
子
ど
も
に
伝
え
た
う
え
で
子
ど
も
の

性
を
管
理
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
は
じ
め
る
︒
こ
れ
は
︑
日
本
に
お
け
る
子
ど

も
観
の
変
化
と
も
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
ど
ち
ら
の
時
代
も
子
ど
も
の
性
を

管
理
す
る
と
い
う
方
向
性
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
性
に
関
す
る
子
ど
も
の
自
律

性
を
ど
の
程
度
認
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
︑
こ
れ
ら
は
大
き
く
異
な
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
う
し
た
議
論
の
出
現
は
︑
一
定
の
性
知
識
や
関
心
を
備
え
た
子

ど
も
像
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
日
本
の
近
代
化
が
︑
子
ど
も
が
性
的

な
も
の
と
は
無
縁
な
「
無
垢
」
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
も
た
ら
し
た
こ
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と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

115
）

︑
そ
れ
と
は
逆
の
性
知
識
を
備
え
た
子
ど
も

像
も
︑
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ヒ
ュ
ー
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
子
ど
も
観
の
近
代
化
は
無
垢
な
子
ど
も
観
と
対
立
す
る

子
ど
も
観
も
同
時
に
提
供
し
た
の
で
あ
る（

116
）

︒
こ
れ
は
最
初
︑
猥
褻
な
教
育
論
と

し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
抵
抗
も
あ
っ
た
が
︑〝
性
教
育
〟
論
が
誕
生
し
︑
こ
れ

が
学
術
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
︑
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

も
ち
ろ
ん
︑
現
在
に
至
る
ま
で
〝
性
教
育
〟
論
は
世
間
に
抵
抗
を
受
け
続
け
る

教
育
論
で
は
あ
る
の
だ
が
︑
学
術
と
い
う
基
盤
は
そ
の
抵
抗
に
対
抗
で
き
る
だ

け
の
支
持
者
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
︒

　
以
上
が
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
知
見
で
あ
る
が
︑
先
行
研
究
の
批
判
を
軸

に
議
論
を
進
め
た
た
め
︑
よ
り
細
か
な
歴
史
記
述
の
可
能
性
を
多
く
残
し
て
い

る
︒
本
稿
で
扱
っ
た
各
時
代
に
お
い
て
は
︑
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
︑
ま
た
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要

素
の
教
育
論
は
︑
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
三
種
の
も
の
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
︒

〝
性
教
育
〟
論
に
は
ほ
か
に
も
︑
月
経
教
育
を
め
ぐ
る
系
譜
や
同
性
愛
に
関
す

る
ト
ピ
ッ
ク
の
系
譜
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
ら
が
い
つ

の
時
代
か
ら
あ
り
︑〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
関
わ

り
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
︑
今
後
記
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
な
お
︑
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）15 J00972

の

助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

注（
1
）  

例
え
ば
︑
浅
井
春
夫
ほ
か
『
性
の
貧
困
と
希
望
と
し
て
の
性
教
育
』
十
月
舎
︑

二
〇
〇
九
年
を
参
照
の
こ
と
︒

（
2
）  

例
え
ば
︑
田
代
美
江
子
「
性
差
と
教
育
─
─
近
代
日
本
の
性
教
育
論
に
み
ら
れ
る
男

女
の
関
係
性
─
─
」『
歴
史
学
研
究
』
七
六
五
号
︑
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
松
下
清

美
ほ
か
「
性
教
育
の
現
状
と
課
題
─
─
性
教
育
の
歴
史
的
変
遷
に
着
目
し
て
─
─
」『
宮

崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
　
芸
術
・
保
健
体
育
・
家
政
・
技
術
』
二
十
五
・
二
十
六
号
︑

宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
︑
二
〇
一
二
年
︑
中
嶌
邦
「
近
代
日
本
の
性
教
育
─
─
性
教

育
研
究
の
基
本
文
献
に
よ
せ
て
─
─
」『
性
教
育
研
究
基
本
文
献
集
　
解
説
』
大
空
社
︑

一
九
九
一
年
な
ど
︒

（
3
）  

例
え
ば
︑高
橋
一
郎
「
青
少
年
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
教
育
」『
教
育
社
会
学
研
究
』

五
十
三
集
︑
日
本
教
育
社
会
学
会
︑
一
九
九
三
年
︑
松
原
洋
子
「
明
治
末
期
に
お
け
る

性
教
育
論
争
─
─
富
士
川
游
を
中
心
に
─
─
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
年

報
』
十
七
号
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
（
博
士
課
程
）
人
間
文
化
研
究
科
︑

一
九
九
三
年
な
ど
︒

（
4
）  

以
下
︑
茂
木
の
研
究
に
つ
い
て
は
す
べ
て
︑
茂
木
輝
順
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る

～
戦
前
編
～
』
日
本
性
教
育
協
会
︑
二
〇
〇
九
年
を
参
照
︒

（
5
）  

「
枠
組
み
」
と
い
う
言
葉
は
茂
木
が
使
用
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
︑「
強
い
」「
弱
い
」

と
い
う
腑
分
け
は
筆
者
が
茂
木
の
議
論
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
も

の
で
あ
る
︒

（
6
）  

茂
木
は
︑
子
ど
も
に
対
す
る
「
月
経
」
に
関
す
る
指
導
が
古
来
か
ら
日
本
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
が
︑
そ
う
述
べ
る
の
み
で
考
察
の
対
象
と
は
し
て
い

な
い
た
め
︑
本
稿
で
は
こ
れ
を
省
く
こ
と
に
す
る
︒
ま
た
︑
近
世
期
の
「
色
」
や
「
淫
」

に
関
す
る
教
育
論
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
二
章
以
降
や
拙
稿
「「
子
ど
も
の
性
」
に
関
す
る

観
念
の
歴
史
的
変
容
─
─
近
代
化
前
後
の
日
本
を
事
例
に
─
─
」『
女
性
学
年
報
』

三
十
五
号
︑
日
本
女
性
学
研
究
会
︑
二
〇
一
四
年
も
参
照
の
こ
と
︒

（
7
）  

ち
な
み
に
︑茂
木
は
〝
性
教
育
〟
論
の
「
枠
組
み
」
を
な
す
要
素
の
教
育
論
と
し
て
︑「
性
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器
の
衛
生
」「
二
次
性
徴
」
に
つ
い
て
な
ど
の
教
育
論
も
要
素
で
あ
る
と
し
て
述
べ
て
い

る
（
前
掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
十
二
頁
）︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の

概
念
を
用
い
て
論
を
展
開
し
た
形
跡
は
あ
ま
り
み
て
と
れ
な
い
︒

（
8
）  

例
え
ば
︑
北
沢
杏
子
『
子
ど
も
の
性
教
育
Ｑ
＆
Ａ
』
ア
ー
ニ
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︑

六
十
頁
︑
池
上
千
寿
子
『
性
に
つ
い
て
語
ろ
う
─
─
子
ど
も
と
一
緒
に
考
え
る
─
─
』

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︑
四
十
八
頁
︒

（
9
）  

幼
少
期
の
子
ど
も
の
オ
ナ
ニ
ー
は
射
精
を
伴
わ
な
い
た
め
︑オ
ナ
ニ
ー
で
は
な
く
「
性

器
い
じ
り
」
と
い
う
呼
称
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑本
稿
で
は
総
じ
て
オ
ナ
ニ
ー

と
い
う
概
念
で
ま
と
め
て
お
く
︒

（
10
）  

例
え
ば
︑
北
沢
前
掲
『
十
代
の
性
の
悩
み
Ｑ
＆
Ａ
』
三
十
五
頁
︑
太
田
佳
代
子
「
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
キ
ッ
ズ
と
上
手
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
！
─
─
家
庭
で
の
こ
ん
な
困
っ

た
を
ど
う
す
る
？
　
幼
児
期
編
④
　
性
器
い
じ
り
に
つ
い
て
─
─
」『
季
刊
　
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
』
第
二
十
八
号
︑
エ
イ
デ
ル
研
究
所
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
三
二
︱
一
三
五
頁

な
ど
︒

（
11
）  

例
え
ば
︑
浅
井
春
夫
ほ
か
『
性
の
貧
困
と
希
望
と
し
て
の
性
教
育
』
十
月
舎
︑

二
〇
〇
九
年
︑
村
瀬
之
浩
『
性
の
こ
と
︑
わ
が
子
と
話
せ
ま
す
か
？
』
集
英
社
︑

二
〇
〇
七
年
な
ど
︒

（
12
）  

前
掲
「「
子
ど
も
の
性
」
に
関
す
る
観
念
の
歴
史
的
変
容
─
─
近
代
化
前
後
の
日
本
を

事
例
に
─
─
」
を
参
照
の
こ
と
︒

（
13
）  

著
者
名
な
し
『
女
今
川
姫
小
松
』
須
原
屋
茂
兵
衛
ほ
か
︑
一
八
一
七
年
︑
七
十
ノ

一
〇
一
丁
オ
︒

（
14
）  

伊
藤
単
卜
『
教
訓
雑
長
持
』
一
七
五
二
年
（
柏
川
修
一
編
『
談
義
本
集
　
一
』
古
典

文
庫
内
︑
一
九
九
四
年
︑
一
四
一
︱
一
四
四
頁
）︑『
教
訓
雑
長
持
』
は
︑
こ
の
時
期
以
降
︑

一
七
八
四
年
に
も
再
版
さ
れ
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
近
世
後
期
の
区
分
と
し
た
︒

（
15
）  

近
世
期
を
通
じ
て
よ
く
流
通
し
た
『
女
大
学
宝
箱
』
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
︒

例
え
ば
︑
著
者
名
な
し
「
女
大
学
」『
女
大
学
宝
箱
』
西
村
源
六
ほ
か
︑
一
八
〇
二
年
︑

六
十
三
丁
ウ
︱
六
十
四
丁
オ
︒

（
16
）  

同
前
︑「
女
大
学
」
十
八
丁
オ
︒

（
17
）  

例
え
ば
︑
竹
田
春
庵
『
女
童
子
訓
翁
艸
　
三
』
浪
華
書
房
︑
一
八
二
八
年
︑
十
六
丁

ウ
︱
二
十
一
丁
ウ
︑
著
者
名
な
し
『
近
道
子
宝
』
山
口
屋
藤
兵
衛
︑
一
八
六
七
年
︑
十

丁
ウ
︑
著
者
名
な
し
「
源
氏
物
語
一
部
大
意
」『
女
源
氏
教
訓
鑑
』
柏
原
屋
清
右
衛
門
︑

一
七
九
六
年
︑
一
一
六
丁
ウ
︑
な
ど
︒

（
18
）  

例
え
ば
︑
著
者
名
な
し
「
女
教
訓
百
个
条
」『
女
今
川
姫
小
松
　
全
』
須
原
屋
茂
兵
守

ほ
か
︑
一
八
〇
七
年
︑
一
二
一
丁
オ
︑
十
返
舎
一
九
編
『
児
女
長
成
往
来
』
錦
耕
堂
︑

一
八
二
三
年
︑
七
丁
オ
︱
ウ
︒

（
19
）  

頓
宮
咲
月
『
家
内
用
心
集
　
上
』
汲
古
堂
︑
一
八
二
四
年
︑
六
丁
ウ
︒

（
20
）  

林
子
平
『
父
兄
訓
』
山
城
屋
佐
兵
衛
︑
一
八
五
六
年
︑
十
五
丁
オ
︒

（
21
）  

手
島
堵
庵
『
前
訓 

上
』
一
七
七
三
年
︑ （
黒
川
真
道
『
日
本
教
育
文
庫 

心
学
篇
』
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
七
七
年
︑
二
〇
八
頁
）︒

（
22
）  

本
井
子
承
『
秘
伝
大
人
小
児
衛
生
論
　
乾
』
浪
華
書
林
︑
一
八
一
二
年
︑
十
四
丁
ウ

︱
十
五
丁
オ
︑
三
宅
建
治
『
居
家
保
養
記
』
一
八
〇
七
年
（
三
宅
秀
『
日
本
衛
生
文
庫
』

第
六
巻
︑
教
育
新
潮
研
究
会
︑
一
九
一
七
年
︑
一
一
五
頁
）︒

（
23
）  

近
世
後
期
の
議
論
で
の
︑「
娘
」
や
「
若
」
い
な
ど
の
語
か
ら
想
定
で
き
る
年
齢
幅
は

現
代
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
︒
そ
の
た
め
︑
解
釈
の
問
題
が
残
り
続
け
る
こ
と
を
付
し

て
お
く
︒

（
24
）  

『
生
々
堂
養
生
論
抜
萃
』（
写
本
︑
年
代
不
明
︑
原
本
は
一
八
一
七
年
︑
中
神
琴
溪
著
︑

ペ
ー
ジ
数
な
し
）︒

（
25
）  

林
子
平
『
父
兄
訓
』
山
城
屋
佐
兵
衛
︑
一
八
五
六
年
︑
二
丁
ウ
︱
三
丁
オ
︒

（
26
）  

高
井
蘭
山
『
婬
事
戒
』
須
原
屋
茂
兵
衛
︑
一
八
一
五
年
︑
〇
三
丁
オ
︱
〇
五
丁
オ
︒

（
27
）  

船
曳
卓
堂
譯
『
婦
人
病
論
　
前
編
　
一
』
須
原
屋
伊
八
ほ
か
︑
一
八
五
〇
年
︑

二
十
九
丁
ウ
︱
三
十
丁
ウ
︒

（
28
）  
合
信
『
全
体
新
論
　
坤
』
勝
村
治
右
衛
門
︑
一
八
五
七
年
︑
二
十
八
丁
オ
︒

（
29
）  

合
信
『
婦
嬰
新
説
　
乾
』
天
香
堂
︑
一
八
五
九
年
︑ 

十
三
丁
オ
︒

（
30
）  

緒
方
洪
庵
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
一
八
五
七
年
（（
適
塾
記
念
会
緒
方
洪
庵
全
集
編
集
委
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員
会
『
緒
方
洪
庵
全
集
第
一
巻
　
扶
氏
経
験
遺
訓
　
上
』
大
阪
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
〇
年
︑
三
二
二
︱
三
二
三
頁
）︒

（
31
）  

同
前
︑
二
〇
〇
︱
二
〇
一
頁
︒

（
32
）  

上
野
千
鶴
子
「
解
説
（
三
）」
小
木
新
造
ほ
か
『
日
本
近
代
思
想
体
系
　
二
十
三
　
風

俗
　
性
』
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
一
八
︱
五
五
〇
頁
︑
赤
川
学
『
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
勁
草
書
房
︑
一
九
九
九
年
︑
八
十
一
︱
八
十
七
頁
を
参
照
の

こ
と
︒

（
33
）  

詳
し
く
は
海
後
宗
臣
編
『
日
本
教
科
書
大
系
　
近
代
編
　
第
一
巻
修
身
（
一
）』
講
談

社
︑
一
九
六
四
年
︑
を
参
照
︒

（
34
）  

箕
作
麟
祥
訳
述
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
　
後
編
　
巻
一
』
中
外
堂
︑
一
八
七
三
年
︑
十
丁

ウ
︱
十
二
丁
ウ
︒

（
35
）  

例
え
ば
︑
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ン
ジ
ェ
︑
ア
ン
ヌ
・
フ
ァ
ン
・
ネ
ッ
ク
『
自
慰
─
─
抑
圧

と
恐
怖
の
精
神
史
─
─
』
稲
松
三
千
野
訳
︑
原
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
を
参
照
の
こ
と
︒

（
36
）  

前
掲
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
　
後
編
　
巻
一
』
十
一
丁
ウ
︒

（
37
）  

ち
な
み
に
︑
本
書
は
第
三
巻
以
降
が
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ラ
ー
ド
に
よ
っ
て
著
さ
れ

た
修
身
書
の
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
扱
う
部
分
は
一
巻
・
二
巻
部
分
で
あ
る
︒

（
38
）  

青
木
輔
清
『
小
学
教
諭
　
民
家
童
蒙
解
』
同
盟
社
一
八
七
四
年
（
前
掲
『
日
本
教
科

書
大
系
　
近
代
編
　
第
一
巻
修
身
（
一
）』
三
九
二
頁
）︒

（
39
）  

斎
藤
昌
三
「
湘
雨
窓
漫
録
」『
書
物
展
望
』
五
巻
八
号
︑
書
物
展
望
社
︑
一
九
三
五
年
︑

一
一
九
頁
︒

（
40
）  

前
掲
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』︑
赤
川
学
『
明
治
の
「
性
典
」
を
作
っ

た
男
─
─
謎
の
医
学
者
・
千
葉
繁
を
追
う
─
─
』
筑
摩
選
書
︑
二
〇
一
四
年
︑
石
川
一

孝
『
明
治
造
化
機
論
年
表
』
丸
三
書
房
︑二
〇
一
三
年
︑斉
藤
光
「『
通
俗
造
化
機
論
』『
通

俗
造
化
機
論
二
編
』『
通
俗
造
化
機
論
三
編
』
解
説
」
斎
藤
光
編
『〈
性
〉
を
め
ぐ
る
言

説
の
変
遷
　
近
代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
一
』
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︑

一
︱
十
三
頁
︒

（
41
）  

善
亞
頓
『
造
化
機
論
　
乾
』
千
葉
繁
訳
︑
千
葉
繁
︑
一
八
七
五
年
︑
二
十
八
頁
︒

（
42
）  

根
村
熊
五
郎
『
人
身
造
化
論
　
完
』
兎
屋
誠
︑
一
八
八
四
年
︑
二
十
七
頁
︒

（
43
）  

熱
児
彈
『
造
化
秘
叓
　
乾
』
宕
陽
堂
︑
一
八
七
六
年
︑
二
十
二
丁
オ
︱
ウ
︒

（
44
）  

そ
の
ほ
か
に
︑
例
え
ば
︑
ア
ド
ベ
イ
『
夫
婦
養
生
論
』
東
京
競
英
堂
︑
一
八
八
一
年
︑

五
九
頁
︑
ヴ
ァ
ー
ル
ダ
イ
『
室
女
の
友
　
手
淫
編
』
藤
田
蝶
︑
一
八
七
九
年
︑
一
丁
オ

︱
ウ
を
参
照
︒

（
45
）  

そ
の
ほ
か
に
︑
例
え
ば
︑
富
沢
春
淇
編
訳
『
造
化
繁
殖
演
義
図
説
　
上
』
北
川
堂
ほ
か
︑

一
八
七
九
年
︑
甲
田
良
造
『
色
情
哲
学 

奇
思
妙
構
』
金
港
堂
︑
一
八
八
七
年
︑
十
九
︱

二
十
二
頁
を
参
照
︒

（
46
）  

そ
の
ほ
か
に
︑
例
え
ば
︑
ホ
ー
リ
ッ
ク
『
通
俗
造
化
起
源
史
　
婚
姻
之
導
　
第
一
巻
』

山
本
義
俊
な
ど
︑
一
八
七
九
年
︑
一
二
六
頁
︑
浅
利
保
正
編
『
子
育
必
携
　
産
育
造
化

機
論
』
春
風
堂
︑
一
八
八
六
年
︑
三
十
五
︱
四
十
二
頁
を
参
照
︒

（
47
）  

例
え
ば
︑
エ
ル
ト
ン
『
造
化
生
生
新
論
　
上
』
正
栄
堂
︑
一
八
七
九
年
︑
十
三
丁
ウ

︱
十
四
丁
オ
︑
ホ
ー
リ
ッ
ク
『
通
俗
造
化
起
源
史
　
婚
姻
之
導
　
第
二
巻
』
山
本
義
俊

ほ
か
︑
一
八
八
〇
年
︑
二
三
九
頁
な
ど
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
早
期
妊
娠
や
早
期
精
通

な
ど
の
議
論
が
あ
る
︒

（
48
）  

レ
タ
ウ
『
通
俗
男
女
自
衛
論 

巻
之
弐
』
一
八
七
八
年
︑
四
十
九
︱
五
十
二
頁
︒

（
49
）  

ヴ
ァ
ー
ル
ダ
イ 

『
室
女
の
友
　
第
一
編
』
藤
田
蝶
抄
訳
︑
春
陽
堂
︑
一
八
八
一
年
︑

三
丁
ウ
︱
四
丁
オ
︒

（
50
）  

ナ
フ
ェ
ー
ス
『
婦
女
性
理
一
代
鑒
』
第
一
篇
︑
堀
誠
太
郎
︑
一
八
七
八
年
︑
三
十
九
頁
︒

（
51
）  

ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
『
訳
注 

魯
氏
教
育
学
　
第
二
部
　
上
巻
』
國
府
寺
新
作
訳
注
︑

牧
野
善
兵
衛
︑
一
八
八
八
年
︑
一
五
七
︱
一
五
八
頁
︒

（
52
）  

前
掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
十
七
頁
︒

（
53
）  
以
下
︑
國
府
寺
の
議
論
へ
の
言
及
は
︑
國
府
寺
新
作
「
性
育
論
一
班
」『
教
育
時
論
』︑

一
八
八
八
年
︑
九
︱
十
一
頁
を
参
照
︒

（
54
）  

望
月
誠
『
子
育
の
草
紙
』
第
一
号
︑
由
己
社
︑
一
八
七
七
年
︑
頁
数
な
し
︒

（
55
）  

望
月
誠
『
子
育
の
草
紙
』
第
四
号
︑
由
己
社
︑
一
八
七
七
年
一
︱
二
頁
︒

（
56
）  

例
え
ば
︑『
男
女
淫
慾
論
』（「
初
編
」「
二
篇
」「
続
編
」
が
あ
る
︒
一
八
七
九
年
）︑『
造
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化
妙
理
写
真
鏡
』（
一
八
八
〇
年
）︑『
懐
姙
避
姙
自
在
法
・
有
夫
姦
検
察
法
並
予
防
法
』

（
一
八
八
六
年
）
な
ど
︒

（
57
）  
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
八
年
七
月
二
十
八
日
︒

（
58
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
九
年
十
一
月
九
日
︒

（
59
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
九
年
六
月
二
十
四
日
︒

（
60
）  

エ
ル
ト
ン
「
緒
言
」『
造
化
生
生
新
論 

上
』
正
栄
堂
︑
一
八
七
九
年
︑
頁
数
な
し
︑

藤
井
寿
詮
編
訳
「
凡
例
」『
通
俗
造
化
機
病
論
』
錦
森
堂
︑
一
八
七
八
年
︑
頁
数
な
し
︒

（
61
）  

例
え
ば
︑
医
学
者
の
田
代
基
徳
︑
千
葉
繁
︑
植
物
学
者
の
堀
誠
太
郎
な
ど
︑
様
々
な

学
識
者
が
『
造
化
機
論
』
系
書
籍
の
出
版
に
携
わ
っ
て
い
る
︒

（
62
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
七
八
年
五
月
七
日
︒

（
63
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
九
六
年
十
月
六
日
︒

（
64
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
大
阪
︑
一
八
八
三
年
十
一
月
二
十
二
日
︒

（
65
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
八
六
年
三
月
十
四
日
︒

（
66
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
大
阪
︑
一
八
八
二
年
十
二
月
十
二
日
︒

（
67
）  

『
読
売
新
聞
』
朝
刊
︑
一
八
八
四
年
五
月
二
十
三
日
︒

（
68
）  

前
掲
『
明
治
の
「
性
典
」
を
作
っ
た
男
』
一
八
〇
︱
一
八
五
頁
︒

（
69
）  

木
本
至
『
オ
ナ
ニ
ー
と
日
本
人
』
イ
ン
タ
ナ
ル
株
式
会
社
出
版
部
︑
一
九
七
六
年
︑

一
二
五
︱
一
三
五
頁
︒

（
70
）  

前
掲
『
明
治
の
「
性
典
」
を
作
っ
た
男
』
一
八
〇
︱
一
八
五
頁
︒

（
71
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
東
京
︑
一
八
九
〇
年
十
月
二
十
八
日
︒

（
72
）  

「
寄
贈
書
籍
」『
医
事
新
聞
　
第
二
十
号
』
医
事
新
聞
社
︑
一
八
七
九
年
︑
三
十
︱

三
十
一
頁
︒

（
73
）  

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
︑
東
京
︑
一
八
九
八
年
十
二
月
十
三
日
︒

（
74
）  

林
葉
子
「
生
理
衛
生
教
科
書
に
見
る
人
体
の
表
象
─
─
「
人
種
」
と
性
差
の
男
女
別

教
育
─
─
」
小
山
静
子
編
『
男
女
別
学
の
時
代
─
─
戦
前
期
中
等
教
育
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

比
較
─
─
』
柏
書
房
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
二
一
頁
︒
ち
な
み
に
︑
教
科
書
検
定
制
度
の

は
じ
ま
り
は
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
で
あ
る
︒

（
75
）  

例
え
ば
︑著
者
名
な
し
「
交
媾
力
衰
弱
（
腎
虚
）
交
媾
力
虚
脱
及
ビ
陰
萎
症
ノ
説
」『
東

京
医
事
新
誌
』一
四
三
号
︑一
八
八
〇
年（
斎
藤
光
編『
近
代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　

一
　〈
性
〉
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
遷
　
第
六
巻
　
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
─
─
明
治
期
の
性
言
説

を
め
ぐ
っ
て
─
─
』
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︑
五
十
一
︱
五
十
六
頁
）︑
ス
タ
イ
ネ

ル
『
斯
泰
涅
爾
小
児
科
』
長
谷
川
泰
訳
︑
済
生
学
舎
︑
一
八
八
六
年
︑
二
〇
一
︱

二
〇
五
頁
︒

（
76
）  

前
掲
「
寄
贈
書
籍
」『
医
事
新
聞
』
二
十
号
︑
三
十
一
頁
︒

（
77
）  

「
雑
報
　
社
会
的
色
欲
論
」『
助
産
之
栞
』
第
三
十
七
号
︑
緒
方
病
院
助
産
婦
学
会
︑

一
八
九
九
年
︑
二
十
二
頁
︒

（
78
）  

富
士
川
游
「
学
齢
児
童
の
色
情
に
就
き
て
」『
児
童
研
究
』
二
巻
九
号
︑
日
本
児
童
研

究
会
︑
一
九
〇
〇
年
︑
十
三
︱
十
四
頁
︒

（
79
）  

同
前
︑
十
六
頁
︒

（
80
）  

鈴
木
大
拙
「
性
欲
論
」『
日
本
人
』
一
二
六
号
︑一
二
九
号
︑一
九
〇
〇
年
（
前
掲
『
近

代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
第
六
巻
』
一
四
一
︱
一
四
七
頁
）︒

（
81
）  

澤
田
順
次
郎
「
性
の
研
究
を
以
て
一
学
科
と
為
す
の
議
」『
人
性
』
二
巻
八
号
︑

一
九
〇
六
年
︑
四
七
五
︱
四
八
二
頁
︑
大
鳥
居
弃
三
・
澤
田
順
次
郎
『
男
女
之
研
究
』

光
風
館
書
店
︑
一
九
〇
四
年
︑
一
︱
十
九
頁
︒

（
82
）  

例
え
ば
︑
松
原
洋
子
『『
人
生
』
解
説
・
総
目
次
・
索
引
』
不
二
出
版
︑
二
〇
〇
一
年

を
参
照
の
こ
と
︒

（
83
）  

前
掲
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
一
五
五
︱
一
七
八
頁
︑
斎
藤
光
「
性
」

井
上
章
一
＆
関
西
性
欲
研
究
会
『
性
の
用
語
集
』
講
談
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
十
八
︱

三
十
一
頁
︑
小
田
亮
『
一
語
の
事
典
　
性
』
三
省
堂
︑
一
九
九
六
年
︑
三
十
九
︱

五
十
三
頁
を
参
照
︒

（
84
）  
例
え
ば
︑
澁
谷
知
美
『
立
身
出
世
と
下
半
身
─
─
男
子
学
生
の
性
的
身
体
の
管
理
の

歴
史
─
─
』
洛
北
出
版
︑
二
〇
一
三
年
を
参
照
の
こ
と
︒

（
85
）  

同
前
︑
二
二
四
︱
二
八
四
頁
を
参
照
︒

（
86
）  

こ
れ
ら
の
教
育
論
が
こ
の
時
期
に
は
〝
性
教
育
〟
論
の
要
素
の
一
つ
を
な
す
も
の
と
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し
て
組
み
入
れ
ら
れ
る
動
き
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
教
育
論
に
つ
い
て
は
︑
そ

れ
ぞ
れ
複
雑
な
歴
史
変
遷
が
あ
り
︑
さ
ら
に
本
稿
で
は
言
及
の
対
象
と
し
て
い
な
い
た

め
︑
除
外
し
た
︒
こ
れ
ら
の
教
育
論
と
〝
性
教
育
〟
論
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
︑
ま
た

稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒

（
87
）  

エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
「
教
育
に
於
け
る
愛
情
を
論
ず
」『
教
育
学
術
界
』
一

巻
七
号
︑
東
京
同
文
館
︑
一
九
〇
〇
年
︑
三
十
九
︱
四
十
六
頁
︒

（
88
）  

著
者
名
な
し
「
少
年
教
育
に
於
け
る
性
欲
問
題
」『
教
育
学
術
界
』
八
巻
一
号
︑
東
京

同
文
館
︑
一
九
〇
三
年
︑
七
十
五
︱
七
十
六
頁
︒

（
89
）  

著
者
名
な
し
「
青
年
色
情
教
育
論
」『
児
童
研
究
』
五
巻
十
号
︑
教
育
研
究
所
︑

一
九
〇
二
年
︑
二
十
六
頁
︑
リ
ツ
ー
「
色
情
ノ
説
明
」『
人
性
』
一
巻
七
号
︑
一
九
〇
五

年
︑
三
六
一
︱
三
六
二
頁
な
ど
︒

（
90
）  

深
憂
生
「
貞
潔
（
チ
ャ
ス
テ
）
の
徳
に
つ
き
て
世
の
教
育
家
に
訴
ふ
」『
教
育
学
術
界
』

二
巻
一
号
︑
東
京
同
文
館
︑
一
九
〇
一
年
︑
二
十
七
︱
三
十
頁
︒

（
91
）  

久
津
見
蕨
村
「
恋
愛
と
教
育
」『
教
育
時
論
』
六
百
九
十
八
号
︑
開
発
社
︑
一
九
〇
四

年
︑
五
頁
︒

（
92
）  

高
島
平
三
郎
「
性
育
論
」『
児
童
研
究
』
七
巻
四
号
︑
冨
山
房
︑
一
九
〇
四
年
︑
七
︱

十
四
頁
︒

（
93
）  

例
え
ば
︑
富
士
川
游
「
性
欲
教
育
問
題
」『
中
央
公
論
』
二
十
三
年
十
号
︑
反
省
社
︑

一
九
〇
八
年
︑
二
十
六
頁
を
参
照
︒

（
94
）  

乙
竹
岩
造
「
現
時
欧
州
に
於
け
る
性
欲
に
対
す
る
教
育
及
び
飲
酒
に
対
す
る
教
育
の

状
況
に
関
す
る
報
告
」『
児
童
研
究
』
十
巻
四
号
︑
日
本
児
童
研
究
会
︑
一
九
〇
七
︑

二
十
一
︱
二
十
八
頁
︑
富
士
川
游
「
色
情
の
教
育
」『
児
童
研
究
』
十
巻
十
号
︑
日
本
児

童
研
究
会
︑
一
九
〇
七
︑二
十
︱
二
十
三
頁
︑
前
掲
富
士
川
游
「
性
欲
教
育
問
題
」

二
十
六
︱
三
十
七
頁
な
ど
︒

（
95
）  

Sauerteig, L
utz D

. H
., 

“Sex education in G
erm

any from
 the eighteenth to the 

tw
entieth century

”, in E
der, Franz X

, et al. (eds),  Sexual C
ultures in Europe: T

hem
es in 

Sexuality, M
anchester,  M

anchester U
niversity Press, 1999 , pp. 9 -33 , 

　 
Z

im
m

erm
an, Jonathan, Too H

ot To H
andle : A

 G
lobal H

istory of Sex E
ducation. 

Princeton , Princeton U
niversity Press, 2015 , pp. 14 -24 ,

　 
Sauerteig, L

utz D
. H

., 

“Representations of Pregnancy and C
hildbirth in (W

est) 

G
erm

an Sex E
ducation B

ooks, 1900 s-1970 s

”, in Sauerteig, Lutz D
. H

. and D
avidson, 

R
oger (eds), Shaping Sexual K

now
ledge: A

 C
ultural H

istory of Sex Education in Tw
entieth 

C
entury Europe. London, R

outledge, 2012 , pp. 129 -131

な
ど
を
参
照
︒

（
96
）  

蘆
原
信
之
「
花
柳
病
予
防
法
ニ
就
テ
」『
中
外
医
事
新
報
』
五
三
六
号
︑
中
外
医
事
新

報
社
︑
一
九
〇
二
年
︑
七
︱
八
頁
︒

（
97
）  

森
田
茂
吉
「
梅
毒
及
花
柳
病
予
防
法
案
」『
娼
妓
存
廃
内
外
大
家
論
集
』
建
国
新
報
社
︑

一
九
〇
〇
年
︑
十
二
︱
十
六
頁
︒

（
98
）  

大
澤
謙
二
「
花
柳
病
と
法
律
」
日
下
主
計
編
『
日
本
花
柳
病
予
防
会
報
告
』
日
本
花

柳
病
予
防
会
一
九
〇
五
年
︑
四
十
六
頁
︒

（
99
）  

三
嶋
通
良
「
学
校
生
徒
の
色
情
問
題
」『
児
科
雑
誌
』
七
十
号
︑
日
本
小
児
科
学
会
︑

一
九
〇
六
年
︑
九
十
五
︱
一
〇
四
頁
︒

（
100
）  

こ
の
時
期
の
「
手
淫
」
の
害
に
注
目
す
る
〝
性
教
育
〟
論
の
傾
向
に
つ
い
て
は
︑
前

掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
を
参
照
の
こ
と
︒

（
101
）  

乙
竹
岩
造
「
現
時
欧
州
ニ
於
ケ
ル
性
欲
ニ
対
ス
ル
教
育
及
飲
酒
ニ
対
ス
ル
教
育
ノ
状

況
ニ
関
ス
ル
報
告
」『
官
報
』
七
一
一
六
号
︑
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
〇
七
年
︑
五
六
六

︱
五
六
八
頁
︒

（
102
）  

文
部
省
「
欧
州
の
性
欲
対
教
育
（
上
）」『
教
育
時
論
』
七
九
二
号
︑
開
発
社
︑

一
九
〇
七
年
︑
二
十
四
︱
二
十
五
頁
︑
文
部
省
「
欧
州
の
性
欲
対
教
育
（
下
）」『
教
育

時
論
』
七
九
三
号
︑
開
発
社
︑
一
九
〇
七
年
︑
十
六
︱
十
七
頁
︒

（
103
）  
著
者
名
な
し
「
性
欲
教
育
の
研
究
」『
東
京
教
育
雑
誌
』
二
二
四
号
︑
東
京
教
育
雑
誌

発
行
所
︑
一
九
〇
八
年
︑
二
十
九
頁
︒

（
104
）  

富
士
川
游
「
色
情
ノ
教
育
」『
児
童
研
究
』
日
本
児
童
研
究
会
︑
十
二
巻
一
号
︑

一
九
〇
八
年
︑
三
十
二
︱
三
十
四
頁
︑
谷
本
富
『
女
子
教
育
』
実
業
之
日
本
社
︑

一
九
一
一
年
を
参
照
︒
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（
105
）  

詳
し
く
は
︑『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
二
十
一
︱
二
十
二
頁
を
参
照

の
こ
と
︒

（
106
）  
詳
し
く
は
︑
表
１
の
モ
ル
の
項
目
を
参
照
の
こ
と
︒

（
107
）  

現
代
に
お
い
て
︑
簡
便
に
日
本
語
で
読
め
る
モ
ル
の
理
論
に
関
す
る
書
籍
は
数
少
な

い
︒
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
︑
豊
島
順
二
郎
『
増
補
・
改
訂 

子
ど
も
の
性
生
活
』
人
間
の

科
学
社
︑
一
九
八
一
年
︑
を
紹
介
し
て
お
く
︒
モ
ル
の
議
論
の
簡
便
な
ま
と
め
と
し
て
は
︑

Sauerteig, L
utz, 2012 , “L

oss of innocence: A
lbert M

oll, Sigm
und Freud and the 

invention of childhood sexuality around 1900

”, M
edical H

istory 56  (Special issue 2 ), 

Published online, pp. 156 -183
を
参
照
︒

（
108
）  

蠣
瀬
彦
蔵
「
米
国
に
於
け
る
最
近
心
理
学
的
題
目
の
二
三
」『
哲
学
雑
誌
』
二
十
六
巻

二
九
一
号
︑
有
斐
閣
︑
一
九
一
一
年
︑
五
〇
二
頁
︒
ま
た
︑
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
は
︑「
小

児
ノ
生
殖
生
活
」
に
つ
い
て
の
海
外
の
議
論
を
紹
介
す
る
文
脈
で
︑
す
で
に
一
九
〇
六

年
に
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
フ
ラ
ツ
ハ
ス
「
小
児
ノ
生

殖
生
活
」『
人
性
』
二
巻
八
号
︑
一
九
〇
六
年
︑
三
十
六
︱
四
十
頁
を
参
照
︒

（
109
）  

例
え
ば
︑
一
九
一
一
年
の
『
新
公
論
』
二
十
六
年
九
号
の
「
性
欲
論
」
に
関
す
る
研

究
の
特
集
な
ど
は
︑
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
︒
欧
米
の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
書

籍
の
情
報
が
多
数
紹
介
さ
れ
た
り
︑
モ
ル
だ
け
で
な
く
︑
エ
リ
ス
︑
ブ
ロ
ッ
ホ
︑
な
ど
︑

高
名
な
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ス
ト
の
議
論
が
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
︑
様
々
な
議

論
が
展
開
さ
れ
た
り
し
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑『
新
公
論
』
二
十
六
年
九
号
︑
新
公
論
社
︑

一
九
一
一
年
︑
二
︱
六
十
六
頁
を
参
照
︒

（
110
）  

著
者
名
な
し
「
中
学
程
度
の
男
女
学
生
に
性
慾
に
関
す
る
知
識
を
与
ふ
る
こ
と
の
可

否
」『
中
央
公
論
』
二
十
七
年
一
号
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
一
二
年
︑
一
七
三
︱
一
八
二

頁
︑
著
者
名
な
し
「
中
学
程
度
の
男
女
学
生
に
性
慾
に
関
す
る
知
識
を
与
ふ
る
こ
と
の

可
否
︑
適
度
及
び
方
式
」『
中
央
公
論
』
二
十
七
年
四
号
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
一
二
年
︑

一
七
九
︱
二
一
四
頁
︒

（
111
）  

中
に
は
︑
た
だ
賛
否
の
ど
ち
ら
か
を
表
明
す
る
の
み
の
意
見
も
あ
る
が
︑
そ
う
し
た

も
の
は
少
数
派
で
あ
る
︒

（
112
）  

前
掲  

“Sex education in G
erm

any from
 the eighteenth to the tw

entieth century

”, 

p. 19

を
参
照
︒

（
113
）  

前
掲
『
性
教
育
の
歴
史
を
尋
ね
る
～
戦
前
編
～
』
四
十
頁
︒

（
114
）  

蠣
瀬
彦
蔵
「
ク
ラ
ー
ク
大
学
に
於
け
る
児
童
研
究
の
外
観
」『
児
童
研
究
』
十
五
巻
五

号
︑
児
童
研
究
発
行
所
︑
一
九
一
一
年
︑
一
二
九
︱
一
三
二
頁
︒

（
115
）  

例
え
ば
︑河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
─
─
『
赤
い
鳥
』
と
「
童
心
」
の
理
想
─
─
』

中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
年
を
参
照
︒

（
116
）  

C
unningham

, H
ugh, C

hildren &
 C

hildhood in W
esern Society Since 1500, E

ngland, 

Longm
an, 1995 .
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1
　
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
と
日
本
人

　
本
稿
は
︑
一
八
九
一
年
に
大
菩
提
協
会
（M
aha-B

odhi Society
）
を
創
設
し
︑

世
界
的
な
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
を
組
織
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
運
動
家

ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
（A

nagarika D
harm

apala 

一
八
六
四
︱

一
九
三
三
年
）
と
︑
そ
の
運
動
を
支
援
し
︑
ま
た
様
々
な
形
で
運
動
に
関
与
し

て
ゆ
く
当
時
の
日
本
人
と
の
関
わ
り
を
検
証
し
て
い
る（

1
）

︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
と

り
わ
け
一
九
〇
二
年
に
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
岡
倉
天
心
が
︑
そ
の
九
个
月
に
渡

る
滞
在
中
に
関
わ
り
を
深
め
て
ゆ
く
当
時
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
の
背
景
を
︑
浮

き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
一
八
九
一
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
開
始
さ
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
仏
跡
復
興
運

動
は
︑
そ
れ
と
厳
し
く
対
立
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
長
で
あ
る

マ
ハ
ン
ト
や
︑
宗
教
的
争
点
に
は
中
立
の
立
場
を
標
榜
し
な
が
ら
も
︑
現
地
の

紛
争
に
は
政
治
的
対
応
を
迫
ら
れ
て
ゆ
く
英
領
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
問
題
へ
の
介
入
か
ら
︑
三
つ
巴
の
関
係
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
が
仏
跡
復
興
に
取
り
組
ん
だ
一
八
九
一
年
か
ら
︑
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
を
訪
れ
た
一
九
〇
二
年
ま
で
の
約
十
二
年
間
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
を
整
理

す
る
こ
と
で
︑
岡
倉
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
し
た
一
九
〇
二
年
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
状
況
を
検
証
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
の
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る

試
み
と
し
て
の
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
︒

　
具
体
的
に
は
︑
本
稿
で
は
︑
一
八
九
一
年
か
ら
一
九
〇
二
年
ま
で
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
に
お
け
る
仏
跡
復
興
運
動
を
︑
次
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
て
整
理
す
る
︒

　
す
な
わ
ち
︑
①
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
に
よ

る
聖
地
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
地
所
の
買
い
取
り
運
動
と
英
領
政
府
首
脳
部
の
ダ
ル

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
と
日
本
人

―
―
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
長
の
マ
ハ
ン
ト
と
英
領
イ
ン
ド
政
府
の
宗
教
政
策
を
背
景
と
し
た
―
―

外
川
昌
彦
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マ
パ
ー
ラ
に
対
す
る
認
識
︑
②
日
本
か
ら
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
寄
進
さ
れ
た
仏

像
を
め
ぐ
る
︑
一
八
九
五
年
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
大
塔
内
陣
へ
の
仏
像
の

安
置
と
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
撤
去
を
め
ぐ
る
係
争
問
題
︑
及
び
︑
翌

一
八
九
六
年
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
へ
の
仏
像
の
安
置
を
め
ぐ
る
英
領
政

府
と
大
菩
提
協
会
の
対
応
の
問
題
︑
③
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
と
仏
像

の
安
置
先
の
問
題
を
め
ぐ
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
︑
マ
ハ
ン
ト
︑
英
領
政
府
の
三
つ

巴
の
関
係
と
︑
そ
の
中
で
日
本
人
の
た
め
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
計
画
し

た
︑
一
九
〇
二
年
の
岡
倉
天
心
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
と
マ
ハ
ン
ト
か
ら
の

土
地
取
得
の
交
渉
の
経
緯
で
あ
る（

2
）

︒
は
じ
め
に
︑
こ
の
よ
う
な
課
題
が
設
定
さ

れ
る
︑
本
稿
の
ね
ら
い
を
整
理
し
た
い
︒

　
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
復
興
運
動
家
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑

一
八
九
一
年
一
月
に
ブ
ッ
ダ
成
道
の
地
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
︑
そ
の
荒
廃
し
た

状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
の
啓
示
的
な
使
命
を
得
る
︒
そ

の
年
の
五
月
に
大
菩
提
協
会
を
創
設
す
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
を
旗
印
に
掲

げ
た
世
界
的
な
仏
教
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
織
す
る
︒

　
セ
イ
ロ
ン
の
富
裕
な
シ
ン
ハ
ラ
商
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑

神
智
学
協
会
を
創
設
し
た
オ
ル
コ
ッ
ト
大
佐
や
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
と
の
出

会
い
を
通
し
て
神
智
学
運
動
に
傾
倒
し
︑
や
が
て
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し

て
欧
米
や
ア
ジ
ア
諸
国
を
歴
訪
︑
国
際
的
な
仏
教
復
興
運
動
を
展
開
す
る
︒
大

菩
提
協
会
を
創
設
す
る
と
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
は
︑
世

界
の
四
億
七
千
五
百
万
人
の
人
々
が
信
奉
す
る
仏
教
の
偉
大
さ
と
そ
の
連
帯
を

訴
え
て
ゆ
く（

3
）

︒

　
と
り
わ
け
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
︑
生
涯
を
通
じ
て
取
り
組
ん
だ
の
は
︑
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
大
菩
提
寺
院
（M

aha-B
odhi tem

ple

）
や
そ
の
周
辺
の
地
所
を
買
い
取
り
︑

そ
の
地
を
仏
教
徒
の
手
に
取
り
戻
し
︑
世
界
の
仏
教
徒
を
結
び
つ
け
る
セ
ン

タ
ー
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
世
界
の
仏
教
関
係
者
を
読
者
に
持
っ
た
大
菩
提

協
会
の
機
関
誌
が
︑「
大
菩
提
と
統
一
さ
れ
た
仏
教
徒
の
世
界
」（T

he M
aha-

B
odhi and the U

nited B
uddhist W

orld

）
と
銘
打
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
の
こ
と

を
良
く
表
し
て
い
る（

4
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
悲
願
で
あ
っ
た
こ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運

動
に
は
︑
当
初
か
ら
日
本
人
僧
侶
・
釈
興
然
（G

unaratna

）
が
同
行
し
て
い
た

よ
う
に
︑
日
本
人
や
日
本
の
仏
教
界
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
︒
後
に
詳
し
く

見
る
よ
う
に
︑
寺
院
領
の
買
い
取
り
や
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
奉
納
さ
れ
た
阿
弥
陀
如

来
仏
像
な
ど
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
そ
の
活
動
の
様
々
な
局
面
で
︑
日
本
の
仏
教

界
に
支
援
を
呼
び
か
け
︑
そ
の
助
力
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
︒

　
し
か
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け
で
日
本
の
仏
教
界
に
高
ま
っ
た
仏
跡

復
興
へ
の
機
運
は
︑
程
な
く
し
て
冷
め
て
ゆ
き
︑
ま
た
イ
ン
ド
の
事
情
に
は
不

案
内
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
人
は
︑
一
向
に
成
果
の
上
が
ら
な
い
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

の
状
況
に
︑
不
信
の
念
も
募
ら
せ
て
ゆ
く（

5
）

︒ 

生
涯
に
四
度
も
日
本
を
訪
れ
︑

日
本
か
ら
様
々
な
支
援
を
得
て
い
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
は
︑
し
か
し
そ
の

後
︑
十
年
以
上
を
経
過
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
買
い
取
り
も
境
内
で
の
僧

院
の
建
設
も
出
来
ず
︑
肝
心
の
仏
跡
復
興
運
動
で
は
捗
々
し
い
成
果
を
上
げ
る
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こ
と
な
く
︑
手
詰
ま
り
の
状
況
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
一
九
〇
二
年
に
︑
東
洋
美
術
の
探
索
を
目
的
と
し
て
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
岡

倉
天
心
が
目
に
し
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け
る
復
興
運
動
の

窮
状
で
あ
っ
た
︒
寺
院
周
辺
の
整
備
も
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
当
時
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
状
況
を
見
た
天
心
は
︑
図
ら
ず
も
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
の
一
端
に
関

わ
り
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
と
の
興
味
深
い
接
点
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
天
心
の
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問
に
つ
い
て
は
︑
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
・
エ
ロ
ー
ラ
の
仏
教
美
術
の
探
訪
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
主

に
美
術
史
的
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
に
つ
い
て
の
検

証
は
限
ら
れ
て
い
た（

6
）

︒
他
方
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
人
と
の
交
流
も
︑
こ
れ

ま
で
釈
興
然
や
田
中
智
学
ら
の
仏
教
者
と
の
交
流
は
注
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ
の
仏
跡
復
興
運
動
の
文
脈
に
お
け
る
天
心
と
の
接
点
に
つ
い
て
は
︑

そ
の
検
証
は
限
ら
れ
て
い
た（

7
）

︒
実
際
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
を
跡
付

け
る
史
料
は
限
ら
れ
て
お
り
︑
帰
国
後
の
天
心
も
自
ら
そ
の
問
題
に
触
れ
る
こ

と
は
無
か
っ
た
の
で
︑
そ
の
歴
史
的
評
価
は
限
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ

う（
8
）

︒
　
し
か
し
︑
イ
ン
ド
滞
在
中
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
に
居
を
落
ち
着
け
た
天
心
が
最
初

の
訪
問
先
に
選
ん
だ
の
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
あ
り
︑
そ
の
後
も
天
心
は
繰
り
返
し

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
す
る
︒
九
か
月
の
イ
ン
ド
滞
在
で
三
度
も
訪
れ
た
場
所
は

他
に
は
な
く
︑
し
か
も
︑
一
度
目
と
二
度
目
は
一
週
間
に
及
ぶ
滞
在
と
な
っ
て

い
た
︒
そ
れ
は
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
︑
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
物
語
る
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
当
時
の
カ
ル
カ
ッ
タ
側
の
様
々
な
史
料
を
繫
ぎ

合
わ
せ
︑
天
心
が
ベ
ン
ガ
ル
知
識
人
と
の
交
流
を
深
め
て
ゆ
く
足
取
り
を
た
ど

る
と
︑
当
時
の
イ
ン
ド
の
仏
教
復
興
運
動
に
天
心
が
関
わ
っ
て
ゆ
く
経
緯
を
︑

そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
天
心
が
カ
ル
カ
ッ
タ
滞
在
中
に
居
候
を
し
て
い
た
タ
ゴ
ー
ル
家

は
︑
家
長
の
モ
ホ
リ
シ
・
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
や
詩
人
の
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・

タ
ゴ
ー
ル
な
ど
︑
近
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
改
革
運
動
で
あ
る
ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ

マ
ジ
（
ブ
ラ
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
）
の
活
動
を
中
心
と
し
た
改
革
派
の
知
識
人
が

多
か
っ
た
︒
他
方
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
を
支
援
し
て
い
た
ベ

ン
ガ
ル
知
識
人
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
居
候
を
し
た
ニ
ル
・
コ
モ
ル
・
ム
カ
ル

ジ
（N

eel K
am

al M
ukherjee

）
や
︑
河
口
慧
海
と
の
交
流
で
知
ら
れ
る
チ
ベ
ッ

ト
学
者
の
シ
ョ
ロ
ッ
ト
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
ダ
ス
（Sarat C

handra D
as

）︑
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ
ン
（N

orendronath Sen

）
な
ど
の
︑
神

智
学
系
の
関
係
者
が
多
か
っ
た
︒

　
こ
の
う
ち
︑
ニ
ル
・
コ
モ
ル
・
ム
カ
ル
ジ
は
詩
人
ラ
ビ
ン
ド
ロ
ラ
ナ
ー
ト
の

従
妹
と
姻
戚
関
係
に
あ
り
︑
そ
れ
を
通
し
て
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
モ
ホ
リ
シ
・

デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
や
長
兄
の
ゴ
ゴ
ネ
ン
ド
ロ
ナ
ト
を
訪
れ
る
な
ど
︑
相
互
に
行

き
来
が
あ
っ
た（

9
）

︒
ま
た
︑
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ
ン
は
︑
イ
ン
ド
人
の
手
に

よ
る
英
語
新
聞
で
あ
る
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
の
編
集
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
は
︑
タ
ゴ
ー
ル
家
の

家
長
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
が
出
資
し
︑
ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ
マ
ジ
の
ケ
シ
ョ
ブ
チ
ョ
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ン
ド
ロ
・
シ
ェ
ン
ら
に
よ
っ
て
一
八
六
一
年
に
創
刊
さ
れ
て
い
る（

10
）

︒
興
味
深
い

こ
と
に
︑
岡
倉
天
心
が
呼
び
か
け
て
︑
京
都
で
の
開
催
が
計
画
さ
れ
て
い
た
東

洋
宗
教
会
議
の
イ
ン
ド
で
の
問
い
合
わ
せ
先
は
︑
神
智
学
協
会
の
カ
ル
カ
ッ
タ

事
務
所
で
あ
り
︑
大
菩
提
協
会
の
当
初
の
連
絡
先
と
も
な
っ
て
い
た
︑
カ
ル

カ
ッ
タ
の
住
所
が
用
い
ら
れ
て
い
た（

11
）

︒

　
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
天
心
の
イ
ン
ド
で
の
活
動
に
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ

ン
が
関
わ
っ
て
お
り
︑
そ
の
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
を
通
し
て
大
菩
提
協
会
も
ま
た
︑

天
心
の
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
実
際
︑
天
心
が
そ
の
開

催
を
呼
び
か
け
て
︑
内
外
で
大
き
な
反
響
を
集
め
た
東
洋
宗
教
会
議
に
つ
い
て

は
︑
イ
ン
ド
で
は
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
が
最
も
早
く
︑
一
九
〇
二

年
六
月
二
十
五
日
に
︑「
般
若
波
羅
蜜
多
会
」（Prajna Param

ita C
onference

）
の

名
前
で
そ
の
報
道
を
行
っ
て
い
る（

12
）

︒
そ
し
て
︑
大
菩
提
協
会
も
ま
た
︑

一
九
〇
二
年
七
月
号
の
機
関
誌
に
︑
東
洋
宗
教
会
議
の
開
催
を
歓
迎
す
る
記
事

を
掲
載
す
る（

13
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
天
心
が
イ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
一
九
〇
二
年
に
︑
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
は
︑
四
月
三
十
日
か
ら
七
月
初
め
に
か
け
て
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
︒

欧
米
訪
問
の
途
次
に
日
本
に
立
ち
寄
る
と
︑
そ
の
後
︑
ア
メ
リ
カ
に
二
年
間
滞

在
し
︑
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
経
由
し
て
イ
ン
ド
に
戻
る
の
で
︑
天
心
の
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
に
つ
い
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
そ
の
経
緯
を
知
る
の
は
後
の

こ
と
で
あ
っ
た（

14
）

︒

　
そ
の
岡
倉
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
言

及
し
た
数
少
な
い
記
事
の
ひ
と
つ
が
︑
以
下
の
も
の
で
あ
る（

15
）

︒

日
本
人
の
た
め
の
仏
教
の
セ
ン
タ
ー
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
作
る
た
め
に
︑
岡

倉
と
い
う
名
前
の
日
本
人
が
ベ
ン
ガ
ル
人
の
仲
間
と
共
に
︑
一
九
〇
三
年

に
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
︒
︙
︙
彼
ら
は
︑
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ス
ク
ー

ル
に
属
す
る
ベ
ン
ガ
ル
人
の
助
け
を
得
て
︑
日
本
の
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
彼
ら
は
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
徒
と
は
何
の
関
係
も

な
い
と
述
べ
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
を
開
始
し
た
︒
そ
し
て
︑
マ
ハ

ン
ト
に
対
し
て
︑
日
本
人
の
寺
院
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
建
設
す
る
た
め
の
土

地
の
提
供
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
天
心
の
訪
問
が
一
九
〇
三
年
と
あ
る
の
は
︑
正
し
く
は
一
九
〇
二
年

で
あ
る
が
︑「
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ベ
ン
ガ
ル
人
」
と
は
︑
天
心
を
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
に
案
内
し
た
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
教
団
の
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
記
事
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
助
力
を
得
る
こ
と
で
︑
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
院
の
地

権
者
で
あ
る
マ
ハ
ン
ト
に
︑
日
本
人
の
巡
礼
者
の
た
め
に
土
地
の
提
供
を
求
め

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒

　
天
心
の
交
渉
相
手
と
し
て
登
場
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
長
マ

ハ
ン
ト
は
︑
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
の
復
興
運
動
で
は
︑
当
初
か
ら
そ
の
運
動
に
立
ち
ふ
さ
が
り
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
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ラ
へ
の
土
地
の
提
供
を
拒
み
続
け
て
き
た
︑
仇
敵
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
記
事
で
は
︑
日
本
か
ら
突
然
に
来
訪
し
た
天
心
が
︑
そ
の
マ
ハ

ン
ト
と
の
土
地
取
得
の
交
渉
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒
そ
の
経
緯

を
聞
か
さ
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
方
が
︑
や
や
心
外
な
様
子
で
︑
そ
の
経
緯
を

記
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
︒

　
特
に
興
味
深
い
の
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
︑
天
心
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン

ダ
と
の
関
係
を
︑「
日
本
の
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
彼

ら
は
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
徒
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
述
べ
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
と

の
交
渉
を
開
始
し
た
」
と
︑
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
長
年
に
わ
た
り
世
界
の
仏
教
徒
に
団
結
を
訴
え
て
︑

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
世
界
の
仏
教
徒
の
セ
ン
タ
ー
に
す
る
こ
と
呼
び
か
け
て
い
た
︒

そ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
と
っ
て
マ
ハ
ン
ト
は
︑
そ
れ
を
妨
害
す
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

寺
院
の
地
権
者
で
あ
り
︑
同
時
に
ビ
ハ
ー
ル
地
方
で
は
領
民
か
ら
絶
大
な
支
持

を
集
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
団
の
僧
院
長
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
記
事
で

天
心
は
︑
日
本
の
仏
教
は
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ
が
属
す
る
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
界
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
述
べ
る

と
︑
そ
の
マ
ハ
ン
ト
と
交
渉
を
開
始
し
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
知
ら
せ
は
︑
ま
さ
に
寝
耳
に
水
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
時
に
天
心
は
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で

の
土
地
取
得
に
つ
い
て
交
渉
を
行
い
︑
ま
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で

の
活
動
に
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
に
つ
い
て
︑
い
ち
早
く
イ
ン

ド
で
そ
の
情
報
を
記
事
に
し
た
の
は
︑
や
は
り
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』

紙
で
あ
っ
た
︒
一
九
〇
五
年
七
月
十
六
日
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ

る（
16
）

︒
私
た
ち
の
情
報
源
に
よ
れ
ば
︑
マ
ハ
ン
ト
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
土
地
の
売
却

に
つ
い
て
︑
あ
る
日
本
人
紳
士
と
交
渉
を
行
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
計
画
を

察
知
し
た
政
府
は
︑
政
治
的
な
理
由
か
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
の
提
案
を
却
下
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
情
報
が
ど
こ
ま
で
正
し
い
の
か
は
別
と
し

て
も
︑
政
府
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
マ
ハ
ン
ト
も
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
や
そ
の

他
の
イ
ン
ド
の
仏
教
寺
院
か
ら
︑
仏
教
徒
の
巡
礼
者
を
締
め
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
︑
と
い
う
事
実
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
私
た
ち
は
︑
ア
ジ
ア
の
最

大
勢
力
と
同
盟
関
係
に
あ
る
訳
で
は
無
い
︒
日
本
人
は
大
部
分
が
仏
教
徒

で
あ
る
が
︑
私
た
ち
は
カ
ー
ゾ
ン
総
督
の
政
府
が
︑
誤
っ
た
道
を
選
択
し

な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
︒

　
こ
れ
は
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
を
伝
え
る
︑
当
時
の
イ
ン
ド
で
の

数
少
な
い
新
聞
報
道
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
土
地
取
得
に
つ
い

て
︑
こ
こ
で
は
マ
ハ
ン
ト
と
日
本
人
と
の
間
に
は
一
定
の
交
渉
が
成
立
し
て
い

る
が
︑
英
領
政
府
側
が
そ
の
政
治
的
性
格
を
警
戒
し
︑
却
下
し
た
と
述
べ
て
い
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る
︒

　
こ
の
記
事
で
興
味
深
い
の
は
︑
天
心
の
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
に
つ
い
て
︑

「
そ
の
計
画
を
察
知
し
た
政
府
は
︑
政
治
的
な
理
由
か
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
の
提
案

を
却
下
し
た
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る（

17
）

︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
地
所
を
取
得
し
よ
う

と
す
る
天
心
の
試
み
が
︑
こ
の
時
に
英
領
イ
ン
ド
政
府
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
理

由
か
ら
︑「
政
治
的
」
な
問
題
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
後
に
検
証
す
る
よ
う
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
で
は
︑

宗
教
活
動
の
自
由
を
め
ぐ
る
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
で
の
判
決
や
州
政
府
に

よ
る
日
本
の
仏
像
の
撤
去
命
令
な
ど
︑
英
領
政
府
の
宗
教
政
策
が
大
き
な
背
景

に
横
た
わ
っ
て
い
た
︒
世
界
の
仏
教
界
を
代
弁
し
よ
う
と
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

と
︑
イ
ン
ド
の
多
数
派
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
権
益
を
主
張
す
る
マ
ハ

ン
ト
が
対
立
す
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
に
対
し
て
︑
英
領
政
府
も
ま
た
︑
現
地
の

係
争
に
は
不
介
入
の
立
場
を
標
榜
し
な
が
ら
︑
し
か
し
実
際
に
は
︑
様
々
な
政

治
的
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
窮
状
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
そ

の
復
興
に
取
り
組
も
う
と
し
た
天
心
の
試
み
も
ま
た
︑
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な

文
脈
を
通
し
て
︑
初
め
て
そ
の
意
義
が
理
解
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
復
興
運
動
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
︑
岡
倉
天
心
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
相

互
の
関
係
で
あ
る
︒

　
近
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
が
様
々
に
紹
介

さ
れ
︑
特
に
日
本
で
は
近
代
仏
教
史
学
上
の
関
心
も
高
く
︑
興
味
深
い
研
究
が

公
開
さ
れ
て
き
た（

18
）

︒
し
か
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
の
当
時
の
イ
ン
ド
社
会

に
お
け
る
位
置
づ
け
や
︑
と
り
わ
け
植
民
地
政
府
の
宗
教
政
策
と
の
関
係
︑
ま

た
︑
こ
の
運
動
で
の
日
本
人
の
役
割
や
そ
の
影
響
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
︑
な

お
検
証
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑K

alipada B
isw

as (1975 )

は
︑

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
訪
れ
た
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
近
代
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け

る
仏
跡
復
興
の
運
動
を
︑
日
本
人
と
の
関
係
か
ら
︑
次
の
三
つ
の
時
代
に
分
け

て
整
理
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
期
は
︑
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
大
菩
提
協
会
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
買
い
取
り
運
動
で
あ
り
︑
こ
の

時
に
は
日
本
人
僧
侶
の
代
表
団
が
有
力
な
出
資
者
と
し
て
︑
そ
の
基
金
に
名
乗

り
を
あ
げ
て
い
る
︒
第
二
期
は
︑
日
本
か
ら
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
寄
進
さ
れ
た

仏
像
を
大
塔
に
安
置
す
る
運
動
で
あ
り
︑
特
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
大
塔
内

陣
へ
の
仏
像
の
安
置
と
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
撤
去
と
い
う
事
件
が
︑
そ
の
後

の
大
き
な
係
争
に
発
展
す
る
︒
そ
し
て
︑
第
三
期
が
︑
岡
倉
天
心
に
よ
る
マ
ハ

ン
ト
と
の
土
地
取
得
の
交
渉
で
あ
り
︑
こ
の
時
に
天
心
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
や
タ
ゴ
ー
ル
家
の
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
の
助
力
を
得
る
こ

と
で
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
の
新
た
な
局
面
を
画
し
た
︑
と
位
置
付
け
て
い

る
︒

　
こ
のB

isw
as

の
指
摘
は
︑
英
領
期
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
お
け
る
︑

日
本
人
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
︑
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こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
︑
日
本
人
の
活
動
が
︑
現
地
の
人
々
に

様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る（

19
）

︒
し
か
し
︑
こ
の

B
isw

as

の
論
考
は
短
い
新
聞
記
事
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
史
料
的
な
裏
付

け
や
歴
史
的
評
価
は
十
分
で
は
な
く
︑
な
お
検
証
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
活
動
に
つ
い
て
︑B

isw
as

は
既
存
の
見
解
に
倣
っ
て
︑
一
八
九
五
年
の
大
塔
内
へ
の
日
本
の
仏
像
の
安
置

と
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る
撤
去
の
事
件
を
︑
大
き
な
転
機
と
し
て
注
目
す
る
︒
し
か

し
︑
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
の
一
連
の
騒
動
に
よ
っ
て
日
本
の
仏
像

が
「
安
置
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
英
領
政

府
に
よ
る
撤
去
命
令
の
方
が
︑
内
外
へ
の
社
会
的
影
響
と
し
て
は
大
き
い
も
の

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
時
の
仏
像
の
撤
去
問
題
や
︑
そ
れ
に
続
く
新
た

な
仏
像
の
安
置
先
と
し
て
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
問
題
が
検
証
さ
れ
な
い
と
︑

日
本
人
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
天
心
の
意
図
も
ま
た
︑
明
確

に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

20
）

︒
そ
の
た
め
本
稿
で
は
︑
大
ま
か
な

時
代
区
分
はB

isw
as (1975 ) 

に
従
う
も
の
と
し
て
︑
し
か
し
︑
そ
の
歴
史
的
経

緯
の
検
証
は
︑
同
時
代
の
多
様
な
関
係
者
の
史
料
を
対
比
す
る
こ
と
で
︑
改
め

て
位
置
づ
け
な
お
し
て
ゆ
く
も
の
と
す
る
︒

　
は
じ
め
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
活
動
が
始
ま
る
ま
で
の
︑
英
領
イ
ン
ド
に
お

け
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史
を
概
観
し
て
お
き
た
い
︒

　

2
　
植
民
地
近
代
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

　
ブ
ッ
ダ
成
道
の
地
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
は
︑
仏
教
の
四
大
聖
地
の
中
で
も
根

本
道
場
と
さ
れ
る
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
中
心
に
そ
び
え
る
大
塔
は
︑
グ
プ
タ

時
代
の
西
暦
五
～
六
世
紀
ご
ろ
に
そ
の
原
型
が
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る（

21
）

︒
そ
の
後
︑

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
習
合
が
進
み
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
侵
攻
を
経
て
︑
ム
ガ
ル

皇
帝
ア
ク
バ
ル
の
統
治
下
の
一
五
九
〇
年
に
︑
現
在
の
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
開
祖

と
な
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
バ
ラ
モ
ン
修
行
者
の
ガ
マ
ン
デ
ィ
・
ギ
リ
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
定
住
す
る
︒
そ
の
後
︑
二
代
目
の
マ
ハ
ン
ト
・
チ
ャ
イ
タ
ニ
ヤ
・
ギ
リ
の

時
代
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
と
し
て
の
整
備
が
進
め
ら
れ
︑
一
六
八
二
年
に
は

ム
ガ
ル
帝
国
か
ら
荘
園
領
主
と
し
て
の
土
地
の
管
理
権
を
受
領
す
る（

22
）

︒

一
九
〇
二
年
に
天
心
が
対
面
し
た
マ
ハ
ン
ト
・
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ダ
ヤ
ル
・
ギ
リ

は
︑
そ
の
第
十
二
代
目
の
僧
院
長
で
あ
っ
た
︒

　
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大

菩
提
寺
院
は
︑
そ
の
後
︑
植
民
地
近
代
に
入
り
︑
一
八
〇
九
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
探
検
家
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
や
︑
一
八
六
一
年

に
訪
れ
た
イ
ン
ド
考
古
学
局
初
代
局
長
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
に
よ

る
詳
細
な
報
告
に
よ
っ
て
︑
そ
の
再
評
価
が
進
め
ら
れ
る
︒
一
八
八
五
年
に
は
︑

『
ア
ジ
ア
の
光
』
の
著
者
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
訪
問
し
︑
寺
院
周
辺

の
荒
廃
し
た
状
況
を
新
聞
記
事
や
著
作
活
動
を
通
し
て
訴
え
る
こ
と
で
︑
失
わ
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れ
た
仏
教
徒
の
聖
地
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
認
識
が
︑
欧
米
の
知
識
人
の
間

に
広
ま
っ
て
ゆ
く（

23
）

︒

　
他
方
︑
ア
ジ
ア
の
仏
教
徒
に
よ
る
近
代
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
の
機
運
は
︑

一
八
七
〇
年
代
に
は
始
ま
っ
て
い
た
︒
一
八
七
一
年
に
第
五
回
仏
典
結
集
を

行
っ
た
ビ
ル
マ
国
の
ミ
ン
ド
ン
王
は
︑
一
八
七
五
年
に
大
使
を
英
領
イ
ン
ド
に

派
遣
し
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
事
業
の
承
諾
を
取
り
付
け
る
と
︑
七
七
年
に
大
塔

寺
院
の
改
修
や
境
内
の
一
角
に
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
宿
泊
施

設
の
建
設
を
行
う（

24
）

︒
し
か
し
︑
ビ
ル
マ
王
に
よ
る
大
塔
の
修
復
は
現
状
の
回
復

と
い
う
よ
り
も
︑
ビ
ル
マ
仏
教
様
式
に
よ
る
修
正
・
再
建
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
た
め
︑
間
も
な
く
政
府
内
部
で
も
問
題
と
な
り
︑
改
め
て
遺
跡
の
現
状
調
査

と
修
復
作
業
が
行
わ
れ
る（

25
）

︒
政
府
考
古
学
局
の
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ラ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト

ロ
の
報
告
を
踏
ま
え
て
︑
Ｊ
・
Ｄ
ベ
グ
ラ
ー
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
大
塔
寺
院

の
修
復
作
業
は
︑
一
八
八
一
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
英
領
政
府
公
共
事
業
局

の
予
算
で
行
わ
れ
︑
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
改
修
も
行

わ
れ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
政
策
へ
の
対
応
や
︑
欧
米

の
東
洋
学
を
媒
介
と
し
て
仏
教
的
伝
統
へ
の
再
評
価
を
進
め
て
い
た
日
本
で
も
︑

仏
跡
の
地
と
し
て
の
イ
ン
ド
へ
の
関
心
は
︑
近
代
の
仏
教
復
興
運
動
の
機
運
と

共
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
︒

　
近
代
の
日
本
人
に
よ
る
イ
ン
ド
仏
跡
訪
問
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の
参
政
・
島
地
黙
雷
で
あ
る
︒
欧
州
視
察
の
帰
途
︑
一
八
七
三
年
に

ボ
ン
ベ
イ
港
に
上
陸
し
︑
デ
リ
ー
や
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
を
訪
問
し
た
島
地
は
︑

各
地
の
名
勝
を
訪
れ
て
列
車
で
パ
ト
ナ
市
ま
で
来
た
が
︑
し
か
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
は
立
ち
寄
っ
て
い
な
い（

26
）

︒

　
そ
の
た
め
︑
日
本
人
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
最
初
の
参
拝
者
は
︑
一
八
八
三
年

の
北
畠
道
龍
と
さ
れ
る（

27
）

︒
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
著
名
な
僧
侶
で
あ
っ
た
北
畠

は
︑
欧
州
視
察
か
ら
帰
国
の
途
次
︑
イ
ン
ド
に
上
陸
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
巡
錫

す
る
︒
こ
の
時
に
︑
北
畠
は
︑
地
中
に
埋
ま
る
大
塔
を
ブ
ッ
ダ
の
墳
墓
と
考
え

て
︑
そ
の
脇
に
記
念
の
石
碑
も
建
て
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
英
領
政
府

に
よ
る
大
塔
の
修
復
作
業
の
模
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
後
︑
マ
ッ

ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
南
條
文
雄
も
︑
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
帰
国

の
途
次
︑
一
八
八
七
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
先
述
の
一
八
九
一
年
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
大
菩
提
協
会
の

創
設
に
よ
っ
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
︒
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
に
同
行
し
た
釈
興
然
や
徳
沢
智
恵
蔵
な
ど
︑
日
本
人
に
よ
る
参
詣
者
も

増
え
て
ゆ
く
︒
中
で
も
︑
チ
ベ
ッ
ト
に
潜
入
す
る
前
の
河
口
慧
海
は
︑

一
八
九
九
年
一
月
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
参
詣
す
る
と
︑
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
献
上
す

る
た
め
の
仏
舎
利
を
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
か
ら
託
さ
れ
て
い
る（

28
）

︒
ま
た
︑
大
谷
探

検
隊
で
知
ら
れ
る
大
谷
光
瑞
は
︑
一
九
〇
二
年
十
二
月
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
参
詣

し
て
い
る
が
︑
こ
の
時
に
は
︑
哲
学
館
の
井
上
円
了
や
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
戻
っ
た

河
口
慧
海
も
同
伴
し
た（

29
）

︒

　
ち
な
み
に
︑
天
心
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
案
内
し
た
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
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カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
ま
だ
修
業
時
代
の
一
八
八
六
年
四
月
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
︑

そ
の
感
激
を
師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
語
っ
て
い
る
︒
そ
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
に
よ
る
二
度
目
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
は
︑
岡
倉
天
心
を
伴
っ
た

一
九
〇
二
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
病

死
す
る
半
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
植
民
地
統
治
下
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
が
︑
イ
ン
ド
の
宗
教
政
策
上
の

争
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
八
九
一
年
一
月
に
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
し
︑
仏
教
の
聖
地
を
仏
教
徒
に
取
り
戻
す
と
い

う
︑
世
界
的
な
復
興
運
動
の
狼
煙
を
あ
げ
た
こ
と
に
よ
る（

30
）

︒

　
そ
こ
で
次
に
︑
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
に
よ

る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
買
い
取
り
運
動
と
︑
英
領
政
府
首
脳
部
の
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
に
対
す
る
認
識
を
検
証
す
る
︒

　

3
　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
の
買
収
運
動

　
一
八
九
一
年
一
月
二
十
二
日
︑
日
本
人
仏
教
僧
の
釈
興
然
と
徳
沢
智
恵
蔵
を

伴
っ
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
荒
廃
し
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

寺
院
の
状
況
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
と
︑
仏
教
の
聖
地
を
復
興
す
る
と
い
う
︑

生
涯
の
使
命
を
感
得
す
る（

31
）

︒
二
五
〇
〇
年
前
に
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
地
で
悟
り
を
得

た
と
さ
れ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
寺
院
が
︑
し
か
し
︑
長
年
の
異
教
徒
に
よ
る
支
配

の
も
と
で
寺
院
を
守
護
す
る
僧
侶
を
失
い
︑
地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
よ
る

習
合
化
が
進
み
︑
本
来
の
仏
教
の
教
え
が
衰
微
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
当
時
の

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
状
況
に
つ
い
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
共
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ

た
釈
興
然
は
︑
そ
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る（

32
）

︒

予
の
尤
も
歎
じ
る
は
此
の
地
︑
淫
猥
の
風
盛
ん
に
し
て
純
正
の
倫
理
行
わ

れ
ざ
る
に
在
り
︑
彼
ら
一
般
人
種
が
︑
常
に
「
マ
ハ
ー
リ
ン
ガ
ン
」
と
名

付
け
て
男
根
を
崇
と
び
︑
こ
れ
を
模
造
に
製
し
頻
り
に
敬
礼
す
る
の
妄
迷

は
︑
誠
に
眼
を
充
て
る
も
嘆
か
わ
し
き
次
第
な
り
︒
︙
︙

霊
跡
大
恩
教
主
始
成
正
覚
の
道
場
︙
︙
悲
し
い
か
な
大
根
（
陰
蔵
）
外
道

の
左
右
す
る
所
な
り
悪
し
き
か
な
大
塔
の
本
尊
を
除
い
て
︑
余
は
悉
く
己

が
好
所
に
任
せ
て
︑
尊
額
に
灰
を
塗
り
︑
赤
土
を
染
め
て
︑
皆
な
塗
灰
外

道
の
玩
具
品
と
な
れ
り
︒

　
も
と
も
と
ガ
ヤ
市
の
中
心
部
を
流
れ
る
リ
ー
ラ
ー
ジ
ャ
ン
川
（
古
名
は
︑

ニ
ー
ラ
ー
ン
ジ
ャ
ナ
）
の
沐
浴
場
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
は
祖
先
祭

祀
の
聖
地
と
し
て
も
︑
多
く
の
巡
礼
者
を
集
め
て
い
た
︒
ま
た
︑
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
塔
を
含
め
た
宗
教
施
設
は
︑
長
年
に
わ
た
り
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
と
の
習
合
が
進
ん
で
い
た（

33
）

︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
境
内
に
は
︑
信
徒

に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
シ
ヴ
ァ
神
を
象
徴
す
る
無
数
の
リ
ン
ガ
が
屹
立
し
︑
巡

礼
者
で
に
ぎ
わ
う
大
塔
を
参
拝
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
こ
の
寺
院
は
︑
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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
聖
地
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

34
）

︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
︑

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
を
生
涯
の
使
命
と
す
る
啓
示
的
な
体
験
を
得
る
︒
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
︑
次
の
様
で
あ
る（

35
）

︒

六
マ
イ
ル
を
進
む
と
︑
私
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
聖
地
に
到
着
し
た
︒
一

マ
イ
ル
の
範
囲
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
︑
私
た
ち
の
偉
大
な
ブ
ッ
ダ
の
︑
破

壊
さ
れ
た
像
な
ど
が
散
乱
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
︒
︙
︙
偉

大
な
る
教
主
が
座
を
占
め
た
僧
院
︑
周
囲
を
押
し
包
む
厳
粛
さ
に
︑
敬
虔

な
信
徒
の
心
は
感
涙
に
む
せ
ん
だ
︒
何
と
い
う
歓
び
だ
ろ
う
︒
額
を
金
剛

座
に
触
れ
る
や
否
や
︑
私
の
心
に
は
︑
突
然
の
衝
撃
が
訪
れ
た
︒
そ
れ
は

私
を
︑
こ
の
地
に
留
ま
り
︑
こ
の
聖
地
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
と
︑
う
な
が

し
た
の
で
あ
る
︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
こ
う
し
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
ブ
ッ
ダ
成
道
の
場
所
で

あ
る
金
剛
座
で
︑
天
啓
の
よ
う
な
啓
示
を
得
る
︒
聖
地
の
復
興
に
奉
仕
す
る
と

い
う
生
涯
の
使
命
を
得
る
こ
と
で
︑
同
行
し
た
釈
興
然
と
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
に
留
ま
り
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
状
況
を
論
文
や
手
紙
に
し
た
た
め
る

と
︑
国
際
的
な
仏
教
界
の
世
論
に
訴
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
時
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
神
智
学
協
会
の
オ
ル
コ
ッ
ト
大
佐
や
ブ
ラ

ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
︑
ホ
ロ
プ
ロ
シ
ャ
ド
・
シ
ャ
ー
ス
ト
リ
や
ウ
ペ
ン
ド
ロ
ナ

ト
・
ボ
シ
ュ
な
ど
の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
知
識
人
︑
セ
イ
ロ
ン
や
ビ
ル
マ
の
仏
教
界
︑

ブ
ー
タ
ン
や
タ
イ
の
王
家
︑
そ
し
て
英
領
政
府
関
係
筋
な
ど
に
︑
立
て
続
け
に

書
簡
を
送
っ
て
い
る（

36
）

︒
他
方
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
同
宿
し
て
い
た
釈

興
然
も
︑
日
本
の
師
僧
・
釈
雲
照
や
諸
宗
派
の
管
長
に
手
紙
を
送
り
︑
仏
跡
の

窮
状
を
訴
え
た（

37
）

︒

　
当
初
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
は
政
府
の
管
理
下
に
あ
り
︑

仏
教
徒
に
よ
る
地
所
の
買
い
取
り
は
容
易
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑

そ
の
後
︑
ガ
ヤ
県
長
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
グ
リ
ル
ゾ
ン
と
面
談
し
︑

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
と
そ
の
周
辺
地
所
は
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
領
主
を
兼
ね
る
僧
院

長
マ
ハ
ン
ト
に
帰
属
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
を
管
理
す
る
た
め
に
は
︑
マ
ハ
ン

ト
か
ら
そ
れ
を
買
い
取
る
必
要
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
る（

38
）

︒

　
マ
ハ
ン
ト
か
ら
の
地
所
の
買
い
取
り
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
滞
在
を
切
り
上
げ
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
の

基
金
を
呼
び
か
け
る
た
め
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
移
動
し
︑
支
援
者
を
募
る
︒
そ
の

後
︑
ビ
ル
マ
の
ラ
ン
グ
ー
ン
︑
マ
ド
ラ
ス
（
現
︑
チ
ェ
ン
ナ
イ
）
の
ア
デ
ィ
ヤ
ー

ル
︑
そ
し
て
セ
イ
ロ
ン
と
︑
神
智
学
協
会
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
辿
る
こ

と
で
︑
五
月
三
十
一
日
に
セ
イ
ロ
ン
で
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
協
会
を
設
立
す

る
︒

　
他
方
︑
日
本
の
仏
教
界
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
支
援
を
訴
え
た
釈
興
然
は
︑
師
僧

の
釈
雲
照
を
通
し
て
土
地
買
い
取
り
の
た
め
の
基
金
を
呼
び
か
け
る
︒
そ
れ
に

呼
応
し
て
釈
雲
照
は
︑
東
海
玄
虎
︑
堀
内
静
宇
ら
を
発
起
人
と
し
て
印
度
仏
蹟
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興
復
会
を
設
立
︑
七
月
に
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
僧
侶
常
在
や
日
本
か
ら
の
参
詣

の
た
め
の
基
金
の
拠
出
を
決
議
す
る（

39
）

︒
ま
た
︑
さ
し
あ
た
り
一
千
円
の
基
金
を

募
り
︑
使
節
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
派
遣
す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
た（

40
）

︒
実
際
︑

釈
雲
照
に
寄
付
金
を
託
さ
れ
た
愛
染
院
の
阿
刀
宥
乗
は
︑
一
八
九
一
年
八
月
に

横
浜
港
か
ら
セ
イ
ロ
ン
に
向
か
い
︑
興
然
に
合
流
す
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪

れ
て
い
る（

41
）

︒

　
セ
イ
ロ
ン
で
大
菩
提
協
会
を
設
立
し
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
そ
の
後
︑
七
月

に
再
び
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
戻
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
と
の
地
所
の
買
収
交
渉
を
開
始
す

る
︒
ま
た
︑
国
際
社
会
に
そ
の
運
動
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
︑
一
八
九
一
年

十
月
に
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
︑
国
際
仏
教
会
議
を
開
催
す
る
︒
こ
の
時
に
は
︑
セ

イ
ロ
ン
︑
中
国
︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
︑
日
本
か
ら
代
表
者
を
集
め
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大

菩
提
寺
の
買
い
取
り
と
そ
の
た
め
の
基
金
の
呼
び
か
け
な
ど
が
決
議
さ
れ
る（

42
）

︒

印
度
仏
蹟
興
復
会
の
使
節
と
し
て
日
本
か
ら
訪
れ
た
阿
刀
宥
乗
と
徳
沢
智
恵
蔵

が
︑
日
本
側
の
関
係
者
に
地
所
の
買
い
取
り
の
用
意
が
あ
る
と
表
明
し
た
の
は
︑

こ
の
時
の
事
で
あ
っ
た（

43
）

︒
一
八
九
二
年
に
は
︑
大
菩
提
協
会
の
本
部
は
カ
ル

カ
ッ
タ
に
移
さ
れ
︑
同
年
五
月
に
は
︑
世
界
の
仏
教
関
係
者
に
仏
教
の
復
興
運

動
を
呼
び
か
け
る
︑
機
関
誌
の
刊
行
も
開
始
す
る
︒

　
こ
う
し
て
大
菩
提
協
会
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
を
旗
印
と
し
︑
世
界
の
仏
教

徒
の
連
帯
を
訴
え
る
国
際
的
な
運
動
と
し
て
︑
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て

ゆ
く
︒
し
か
し
︑
当
初
は
周
囲
の
二
ビ
ガ
（
約
二
七
〇
㎡
）
の
土
地
の
売
却
に

同
意
し
て
い
た
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
は
二
転
三
転
を
続
け
︑
仲
介
に
動
い
た
グ

リ
ル
ゾ
ン
長
官
も
途
中
か
ら
消
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
︑
土
地
の

売
却
交
渉
は
物
別
れ
に
終
わ
る（

44
）

︒
ビ
ル
マ
王
に
よ
る
土
地
取
得
で
は
︑
マ
ハ
ン

ト
は
易
々
と
そ
の
交
渉
に
応
じ
て
い
た
が
︑
こ
の
時
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
交

渉
は
紆
余
曲
折
を
た
ど
り
︑
仏
跡
復
興
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
長
年
に
渡
る
大
菩

提
協
会
と
の
抗
争
劇
に
︑
そ
れ
は
発
展
す
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
時
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
交
渉
の
経
緯
に
つ
い
て
︑
後

に
編
集
さ
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
回
想
録
で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
開
催
さ
れ
た

国
際
仏
教
会
議
で
︑
大
塔
わ
き
の
菩
提
樹
の
下
に
掲
げ
ら
れ
た
日
本
の
国
旗
が

イ
ギ
リ
ス
人
官
僚
の
目
に
留
ま
る
こ
と
で
︑
当
局
の
警
戒
心
を
呼
び
起
こ
し
た

と
記
し
て
い
る（

45
）

︒
具
体
的
に
は
︑「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事

の
一
行
に
は
︑
そ
の
光
景
は
︑
日
露
問
題
ば
か
り
で
な
く
︑
イ
ン
ド
︑
及
び
ア

ジ
ア
全
域
へ
の
日
本
人
の
野
望
を
実
現
す
る
矛
先
と
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
が
利

用
さ
れ
る
可
能
性
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
」
と
︑
説
明
す
る
︒

　
す
な
わ
ち
︑
当
初
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
土
地
の
譲
渡
に
協
力
的
な
姿
勢
を

見
せ
て
い
た
当
局
が
︑
そ
の
前
言
を
翻
し
て
介
入
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
︑
植
民
地
当
局
が
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
通
し
て
日
本
の
影
響
力
が
拡
大
す
る

こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
だ
︑
と
す
る
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
当
時
の
植
民
地
政
府
の
記
録
を
見
る
と
︑
実
際
に
は
こ
の
時
に

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
視
察
に
訪
れ
て
い
た
ベ
ン
ガ
ル
管
区
副
知
事
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
︑
大
菩
提
寺
の
所
有
権
は
マ
ハ
ン
ト
に
帰
属
し

て
お
り
︑
政
府
と
し
て
こ
の
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
る
と
︑
ダ
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ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
面
会
を
拒
否
し
て
い
た（

46
）

︒

　
セ
イ
ロ
ン
人
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
買
い
上
げ
の
問
題
は
︑
す
で
に
八
月

に
は
副
知
事
エ
リ
オ
ッ
ト
か
ら
総
督
府
に
も
報
告
さ
れ
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
視
察

を
終
え
た
エ
リ
オ
ッ
ト
は
︑
も
し
「
セ
イ
ロ
ン
の
無
名
の
外
国
人
」
へ
の
土
地

の
譲
渡
問
題
に
政
府
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
と
︑「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
が

黙
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
観
測
を
︑
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
総
督
に
伝
え
て
い

る（
47
）

︒
そ
の
副
知
事
エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
面
会
拒
否
と
い
う

経
緯
は
︑
植
民
地
政
府
の
首
脳
部
が
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
を
︑
マ
ハ
ン
ト

を
含
め
た
イ
ン
ド
国
内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
宗
教
的
感
情
を
刺
激
す
る
も
の

と
し
て
︑
当
初
か
ら
懸
念
を
抱
い
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
︒

　
実
際
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
日
本
人
の
存
在
が
︑
一
八
九
一
年
の
段
階
で
英
領

イ
ン
ド
政
府
の
脅
威
に
映
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
日
露
戦
争
前
後
の
国

際
社
会
の
状
況
の
変
化
が
︑
こ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
回
想
録
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
大
菩
提
協
会
の
声
明
文
や
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
の
回
想
録
に
は
︑
政
府
や
国
際
社
会
へ
の
様
々
な
ア
ピ
ー
ル
の
過
程

で
︑
こ
の
よ
う
な
事
実
の
誇
張
や
主
観
的
な
意
味
づ
け
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
︑
そ
の
検
証
に
は
︑
や
は
り
同
時
代
の
史
料
を
通
し
た
裏
付
け
が
不
可
欠
と

思
わ
れ
る
︒

　
と
も
か
く
︑
こ
う
し
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
地
所
の
買
い
取
り
運
動
に
始
ま
る
大

菩
提
協
会
の
活
動
は
︑
そ
れ
を
拒
み
続
け
た
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
と
の
︑
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
に
と
っ
て
は
生
涯
を
賭
し
た
闘
い
に
発
展
す
る
︒
そ
の
最
大
の
争
点
は
︑

日
本
か
ら
寄
進
さ
れ
た
仏
像
を
大
塔
に
安
置
し
よ
う
と
す
る
︑
一
八
九
五
年
の

仏
像
の
安
置
事
件
で
あ
る
︒

　
大
菩
提
協
会
に
よ
れ
ば
︑
日
本
の
仏
像
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
安
置
し
よ
う
と
す

る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
こ
そ
が
︑
そ
の
後
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
復
興
運

動
の
出
発
点
と
も
さ
れ
る
の
だ
が
︑
こ
の
日
本
の
仏
像
を
め
ぐ
る
一
連
の
経
緯

は
︑
事
態
を
収
拾
し
よ
う
と
す
る
英
領
政
府
に
よ
る
関
与
と
相
ま
っ
て
︑
複
雑

な
展
開
を
辿
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
次
に
︑
こ
の
問
題
を
詳
し
く
検
証
し
て

み
た
い
︒

　

4
　
大
塔
か
ら
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題

　
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
参
加
し
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
そ

の
帰
途
に
日
本
に
立
ち
寄
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
窮
状
を
訴
え
︑
日
本
か
ら
の

助
力
を
呼
び
か
け
る（

48
）

︒
そ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け
に
応
え
た
天
徳
寺
の

僧
侶
・
朝
日
秀
宏
は
︑「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
霊
塔
の
中
に
安
置
す
べ
き
仏
像
を
寄
進

せ
ん
こ
と
を
発
願
」
し
︑
鎌
倉
時
代
の
定
朝
作
・
源
頼
朝
勧
進
と
さ
れ
る
阿
弥

陀
仏
像
を
寄
進
す
る（

49
）

︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
は
︑

そ
の
後
十
年
以
上
に
渡
り
︑
こ
の
日
本
の
仏
像
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
安
置
す

る
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
り
︑
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
日
本
か
ら
仏
像
を
携
え
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
戻
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
し
か

し
︑
マ
ハ
ン
ト
の
強
い
反
発
を
受
け
︑
ま
た
対
立
の
拡
大
を
懸
念
す
る
当
局
の
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承
諾
も
得
ら
れ
ず
︑
し
ば
ら
く
仏
像
は
︑
ガ
ヤ
市
の
支
援
者
宅
に
保
管
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑
翌
一
八
九
五
年
に
セ
イ
ロ
ン
か
ら
戻
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
二
月

二
十
五
日
早
朝
に
︑
懸
案
の
大
塔
へ
の
仏
像
の
安
置
を
決
行
す
る
︒
こ
の
日
︑

境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
午
前

二
時
に
目
を
覚
ま
し
て
瞑
想
に
入
る
と
︑「
日
本
の
仏
像
を
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺

院
に
運
ぶ
よ
う
に
」
と
い
う
心
の
暗
示
を
得
る
︒
す
ぐ
に
保
管
先
か
ら
仏
像
を

運
び
出
す
と
︑
大
塔
内
に
搬
入
し
︑
内
陣
の
階
段
を
登
っ
た
二
階
に
︑
仏
像
を

搬
入
す
る（

50
）

︒

　
内
陣
の
祭
壇
に
仏
像
を
安
置
す
る
と
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
す
ぐ
に
灯
明
を

灯
し
︑
儀
礼
を
始
め
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
マ
ハ
ン

ト
側
は
︑
た
だ
ち
に
四
十
︱
五
十
人
の
手
勢
と
共
に
現
れ
る
と
︑
仏
像
を
撤
去

す
る
よ
う
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
命
じ
る
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
そ
れ
を
拒
否
し
︑
内

陣
で
の
瞑
想
を
続
け
よ
う
と
す
る
の
で
︑
激
し
い
怒
号
の
中
で
仏
像
は
祭
壇
か

ら
強
制
的
に
撤
去
さ
れ
︑
境
内
に
運
び
出
さ
れ
る
︒
現
存
す
る
仏
像
は
︑
そ
の

光
背
の
上
部
が
割
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
こ
の
時
の
騒
動
で
受
け
た
傷
跡
と
さ

れ
て
い
る（

51
）

︒

　
こ
の
大
塔
内
陣
へ
の
日
本
の
仏
像
の
安
置
と
そ
の
強
制
撤
去
の
騒
動
に
対
し

て
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の
手
勢
に
は
抵
抗
は
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑

マ
ハ
ン
ト
側
の
行
為
は
仏
教
徒
の
宗
教
的
行
為
を
妨
害
す
る
も
の
と
し
て
︑
事

件
の
後
に
ガ
ヤ
県
裁
判
所
に
告
訴
す
る
︒
そ
の
第
一
審
︑
第
二
審
で
は
マ
ハ
ン

ト
の
行
為
は
有
罪
と
さ
れ
る
が
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
の
上
告
審
の
判
決

で
は
︑
逆
転
無
罪
と
な
る
︒
そ
の
有
名
な
高
等
裁
判
所
判
決
で
争
点
と
さ
れ
た

の
は
︑
大
塔
内
で
の
仏
教
徒
の
儀
礼
行
為
の
正
当
性
で
あ
り
︑
そ
の
行
為
を
制

限
し
た
マ
ハ
ン
ト
が
︑
イ
ン
ド
刑
法
二
九
六
条
に
基
づ
く
宗
教
的
行
為
へ
の
妨

害
に
あ
た
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た（

52
）

︒

　
高
等
裁
判
所
判
事
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
判
決
文
で
は
︑
マ

ハ
ン
ト
に
よ
る
大
塔
の
所
有
権
を
認
め
︑
マ
ハ
ン
ト
の
行
為
は
そ
の
所
有
権
の

行
使
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
た
︒
逆
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
行
為
は
︑

そ
の
ハ
ン
ト
の
所
有
権
を
認
識
す
る
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
主
張

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
純
粋
な
宗
教
的
行
為
と
は
見
な
さ
れ
な
い
︑
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
大
塔
に
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
は
仏
教
徒
と
し
て
の

宗
教
的
権
利
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
は
退
け
ら
れ
︑
そ

れ
は
宗
教
的
行
為
を
逸
脱
し
た
︑
マ
ハ
ン
ト
の
地
主
的
所
有
権
へ
の
侵
害
を
含

む
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
︑
そ
れ
を
制
限
し
た
マ
ハ
ン
ト
の
行
為
は
︑
必
ず
し

も
刑
法
で
禁
じ
ら
れ
た
宗
教
的
行
為
へ
の
妨
害
に
は
あ
た
ら
な
い
︑
と
い
う
判

断
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒

　
高
等
裁
判
所
の
判
決
は
︑
こ
う
し
て
内
外
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
仏
教
徒
が

注
視
し
︑
両
者
が
争
う
大
塔
で
の
宗
教
的
行
為
の
正
当
性
と
い
う
問
題
に
対
し

て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
を
退
け
︑
マ
ハ
ン
ト
を
無
罪
と
す
る
こ
と
で
︑
寺

院
で
の
マ
ハ
ン
ト
の
既
得
権
を
明
確
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒

　
日
本
の
仏
像
を
め
ぐ
る
こ
の
一
連
の
係
争
に
よ
っ
て
︑
裁
判
所
で
は
︑「
す

べ
て
の
仏
教
徒
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
宗
教
行
為
の
完
全
な
自
由
」
と
い
う
政
府
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の
立
場
を
確
認
す
る
と
と
も
に
︑
結
果
的
に
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
が
︑
そ

の
本
来
の
仏
教
徒
と
し
て
の
「
宗
教
行
為
」
を
逸
脱
し
た
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院

に
関
わ
る
マ
ハ
ン
ト
の
法
的
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
︑
と
認
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
︒

　
言
い
換
え
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
が
仏
教
徒
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
年
来

の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
に
対
し
て
︑
こ
の
判
決
は
そ
の
法
的
根
拠
を
否
定
し
︑

逆
に
︑
大
菩
提
協
会
が
︑
当
初
か
ら
マ
ハ
ン
ト
と
地
所
買
い
取
り
の
交
渉
を

行
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
は
︑
そ
も
そ
も
寺
院
の
法
的
所
有
権
が
マ
ハ
ン
ト
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
側
も
ま
た
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
大
塔
で
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
事
件
を
め
ぐ
る
判
決
は
︑
そ
の

後
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
に
関
わ
る
植
民
地
当
局
や
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
に
︑

様
々
な
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
︒
と
り
わ
け
︑
日
本
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
た
ビ
ル

マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
仏
像
を
撤
去
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
︑
翌
一
八
九
六

年
の
英
領
政
府
の
通
達
は
︑
内
外
の
仏
教
徒
社
会
に
様
々
な
反
響
を
呼
び
起
こ

し
た
︒

　
そ
の
経
緯
を
︑
次
に
︑（
1
）
内
外
の
世
論
の
喚
起
︑（
2
）
マ
ハ
ン
ト
側
の

対
応
︑（
3
）
国
際
的
な
仏
教
界
の
対
応
の
三
つ
に
分
け
て
概
観
す
る
︒

　

5
　
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題

（
1
）
内
外
の
世
論
の
喚
起

　
一
八
九
五
年
二
月
に
大
塔
か
ら
撤
去
さ
れ
た
日
本
の
仏
像
は
︑
そ
の
後
︑
境

内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
一
時
的
に
安
置
さ
れ
る（

53
）

︒
一
八
七
〇
年
代
に

ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
境
内
北
西

の
外
周
に
接
し
︑
大
塔
に
面
し
て
建
て
ら
れ
た
宿
泊
施
設
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

大
塔
の
す
ぐ
傍
で
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
僧
が
儀
礼
行
為
を
行
う
こ
と
に
は
マ
ハ
ン

ト
側
の
強
い
反
発
が
あ
り
︑
こ
の
時
に
は
仮
の
保
管
所
の
よ
う
な
形
で
︑
一
時

的
に
置
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
︒

　
実
際
︑
マ
ハ
ン
ト
は
︑
同
年
十
一
月
に
は
日
本
の
仏
像
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か

ら
の
撤
去
を
求
め
る
陳
情
書
を
パ
ト
ナ
州
長
官
に
提
出
し
︑
合
わ
せ
て
︑
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
が
管
理
す
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
鍵
の
返
還
を
︑
政
府
に
求
め
て
い
た（

54
）

︒

　
そ
の
マ
ハ
ン
ト
の
陳
情
を
受
け
る
形
で
︑
ベ
ン
ガ
ル
管
区
政
府
は
ガ
ヤ
県
長

官
の
名
前
で
︑
翌
一
八
九
六
年
四
月
九
日
付
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
対
し
て
︑
日

本
の
仏
像
の
撤
去
と
セ
イ
ロ
ン
僧
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
退
去
を
命
じ
る
通

達
を
出
す（

55
）

︒
地
権
者
と
し
て
の
マ
ハ
ン
ト
の
大
塔
で
の
権
利
を
認
め
た
カ
ル

カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
の
判
決
を
踏
ま
え
︑
も
し
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
ひ
と
月
以
内

に
仏
像
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
︑
政
府
が
そ
れ
を
接
収
し
︑
仏
像
は
カ
ル
カ
ッ
タ

の
イ
ン
ド
博
物
館
で
保
管
す
る
︑
と
し
た
の
で
あ
る
︒
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日
本
の
仏
像
を
博
物
館
で
保
管
す
る
と
い
う
英
領
政
府
の
通
達
は
︑
し
か
し
︑

す
ぐ
に
内
外
で
大
き
な
物
議
を
か
も
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
を
宗
教
弾
圧
で
あ

る
と
強
く
反
発
し
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
日
本
の
仏
像
と
僧
侶
へ
の
退
去
命
令

は
︑
エ
ル
サ
レ
ム
を
訪
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
巡
礼
者
を
追
放
す
る
に
等
し
い
宗

教
弾
圧
で
あ
る
と
抗
議
す
る
と
︑
英
領
政
府
に
よ
る
仏
教
徒
へ
の
迫
害
と
し
て

国
際
世
論
に
訴
え
た（

56
）

︒
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
に
同

情
的
な
仏
教
徒
に
よ
っ
て
︑
マ
ハ
ン
ト
と
そ
れ
を
擁
護
す
る
英
領
政
府
を
批
判

す
る
国
際
的
な
世
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
︒

　
そ
の
世
論
喚
起
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
訴
え
に
呼
応
し

た
日
本
で
の
記
事
を
み
て
ゆ
き
た
い
︒
当
時
の
仏
教
界
の
有
力
な
言
論
紙
『
仏

教
』
は
︑
一
八
九
六
年
六
月
号
で
「
印
度
の
仏
教
徒
迫
害
事
件
に
つ
い
て
痛
言

す
─
─
大
い
に
英
国
政
府
の
反
省
を
促
し
︑
切
に
吾
国
仏
教
徒
に
檄
告
す
」
と

題
す
る
記
事
を
掲
載
し
︑
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る（

57
）

︒

日
本
信
徒
の
寄
贈
安
置
せ
る
仏
像
を
︑
強
迫
畏マ

赫マ

︑
も
っ
て
聖
地
の
外
に

移
し
去
る
こ
と
を
命
じ
︑
そ
の
之
に
応
ぜ
ざ
る
や
直
ち
に
之
を
イ
ン
ド
博

物
館
に
没
収
す
べ
き
を
も
っ
て
し
か
の
み
な
ら
ず
︑
多
年
仏
徒
を
虐
待
せ

る
外
道
マ
ハ
ン
ト
に
︑
仏
徒
が
全
力
を
尽
く
し
て
購
わ
ん
と
し
た
る
土
地

を
貸
与
し
︑
も
っ
て
そ
の
欲
す
る
所
を
逞
う
せ
し
め
ん
と
欲
す
︒
︙
︙
彼

ら
は
確
に
迫
害
を
仏
徒
の
ゼ
ル
サ
レ
ム
に
行
え
り
︒
英
政
府
は
是
に
対
し

て
如
何
な
る
故
を
も
っ
て
天
下
に
答
え
ん
と
す
る
や
︒

　
こ
の
記
事
は
︑
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
迫
害
に
な
ぞ
ら
え
て

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
事
件
を
描
き
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
横
暴
を
「
外
道
マ
ハ
ン

ト
」
と
表
現
す
る
な
ど
︑
そ
の
論
調
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
訴
え
を
反
映
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
︒
実
際
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
仏
教
の
撤

去
命
令
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
エ
ル
サ
レ
ム
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に

と
っ
て
の
メ
ッ
カ
と
並
ぶ
聖
地
で
の
仏
教
徒
へ
の
迫
害
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
︒

同
時
に
︑『
仏
教
』
の
記
事
は
︑
そ
の
背
景
と
し
て
論
じ
て
い
る
英
領
イ
ン
ド

政
府
の
宗
教
政
策
を
見
る
と
︑
そ
の
複
雑
な
歴
史
的
経
緯
も
踏
ま
え
た
記
述
が

み
ら
れ
︑
イ
ン
ド
の
事
情
に
精
通
し
た
人
物
が
︑
そ
の
作
成
に
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る（

58
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
海
外
の
仏
教
徒
の
反
応
の
中
で
は
︑
特
に
当
時
︑
英
領
統
治
下

に
あ
っ
た
ビ
ル
マ
州
の
仏
教
徒
か
ら
の
反
発
が
大
き
か
っ
た
︒
も
と
も
と
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
関
わ
る
問
題
は
︑
ビ
ル
マ
で
は
ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
る
復
興
事
業

か
ら
続
く
ビ
ル
マ
仏
教
界
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
特
に
︑
日
本
の

仏
像
が
置
か
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
仏
教
徒
の
滞
在
の
た
め
に
ミ

ン
ド
ン
王
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
仏

教
僧
や
仏
像
を
退
去
さ
せ
な
い
よ
う
に
求
め
る
様
々
な
請
願
書
が
イ
ン
ド
政
庁

に
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
︑
植
民
地
官
僚
を
当
惑
さ
せ
た（

59
）

︒
こ
の
事
件
に
合
わ
せ

て
︑
新
た
な
ビ
ル
マ
人
に
よ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
機
運
も
高
ま
り
︑
マ
ン

ダ
レ
ー
で
は
︑
一
八
九
六
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
二
月
二
日
の
間
に
︑
新

た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
た
め
に
︑
一
万
二
千
八
百
Rs
も
の
基
金
も
集
め
ら
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れ
た（

60
）

︒
こ
の
よ
う
な
ビ
ル
マ
で
の
世
論
の
高
ま
り
を
︑
当
時
の
在
ボ
ン
ベ
イ
日

本
領
事
館
が
︑「
ビ
ル
マ
地
方
に
お
い
て
は
極
め
て
之
を
重
大
視
し
︑
宗
徒
の

総
会
議
を
開
く
に
至
り
た
る
趣
な
る
」
と
伝
え
る
状
況
と
な
っ
て
い
た（

61
）

︒

　
こ
れ
を
イ
ン
ド
国
内
の
報
道
で
見
る
と
︑
特
に
民
族
主
義
的
な
背
景
を
持
つ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
は
︑
あ
た
か
も
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
︑
日
本
が
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
に
奉
納
し
た
仏
像
を
撤
去
す
る
よ
う
に
命
じ
た
か
の
よ
う
な
過
剰
な
論
調

も
見
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
︑
当
初
か
ら
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
を
支
持
し
て
い

た
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
は
︑
仏
像
の
撤
去
問
題
は
︑「
東
洋
の
日

い
ず
る
国
の
仏
教
徒
の
人
々
の
宗
教
的
心
情
を
辱
め
る
」
こ
と
に
な
る
︑
と
英

領
政
府
を
非
難
し
た（

62
）

︒『
ベ
ン
ガ
リ
ー
』
紙
は
︑
神
聖
な
仏
像
を
博
物
館
に
陳

列
せ
よ
と
英
領
政
府
が
命
じ
た
ニ
ュ
ー
ス
は
全
ア
ジ
ア
に
伝
わ
り
︑
日
本
政
府

は
そ
れ
を
問
題
視
し
︑
ア
ジ
ア
各
地
の
街
角
に
は
怒
り
の
声
が
あ
が
る
だ
ろ
う
︑

と
報
じ
た（

63
）

︒
そ
の
一
面
的
な
報
道
が
国
際
問
題
に
波
及
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た

在
ボ
ン
ベ
イ
日
本
領
事
が
︑
そ
の
事
実
関
係
の
経
緯
と
事
態
の
鎮
静
化
を
求
め

る
声
明
文
を
公
表
す
る
︑
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
た（

64
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
内
外
の
世
論
の
反
発
に
対
し
て
︑
事
態
の
悪
化
を
恐
れ
た
植
民

地
政
府
は
︑
撤
去
を
命
じ
た
通
達
の
再
検
討
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
時
の

ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
︑
同
年
五
月
二
十
五

日
に
︑
マ
ハ
ン
ト
の
地
主
的
所
有
権
者
（
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
）
と
し
て
の
寺
院

で
の
法
的
権
利
を
確
認
し
な
が
ら
︑
同
時
に
政
府
と
し
て
は
︑
英
領
イ
ン
ド
内

の
宗
教
問
題
に
つ
い
て
は
︑「
厳
正
に
中
立
の
立
場
を
保
持
す
る
」
と
い
う
方

針
を
確
認
す
る
こ
と
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
宗
教
的
権
利
へ
の
訴
え
に
は

不
介
入
の
立
場
を
示
し
つ
つ
︑
最
終
的
に
は
︑
自
ら
が
発
し
た
日
本
の
仏
像
へ

の
撤
去
命
令
を
︑
撤
回
す
る
と
い
う
決
定
を
下
す
こ
と
に
な
る（

65
）

︒

　
植
民
地
当
局
に
よ
る
こ
の
異
例
の
方
針
転
換
に
つ
い
て
副
知
事
マ
ッ
ケ
ン

ジ
ー
は
︑
そ
の
真
意
は
宗
教
へ
の
干
渉
で
は
な
く
︑「
美
し
い
芸
術
作
品
を
保

護
す
る
た
め
」
の
措
置
で
あ
っ
た
と
弁
明
す
る
が
︑
実
際
に
は
内
外
の
政
府
批

判
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
た
事
実
上
の
方
針
転
換
で
あ
り
︑
宗
教
弾
圧
で
あ
る
と

非
難
さ
れ
た
日
本
の
仏
像
の
扱
い
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
現
状
維
持
が
命
じ
ら
れ

る（
66
）

︒
す
で
に
仏
像
は
セ
イ
ロ
ン
僧
の
管
理
の
も
と
に
あ
る
の
で
︑
こ
れ
以
上
の

干
渉
は
行
わ
な
い
こ
と
を
決
議
す
る
と
︑
引
き
続
き
仏
像
は
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
「
安
置
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

（
2
）
マ
ハ
ン
ト
側
の
巻
き
返
し

　
こ
う
し
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
が
功
を
奏
し
︑
ひ
と
ま
ず
日
本
の
仏
像

の
撤
去
命
令
は
撤
回
さ
れ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
仏
像
の
撤
去
を
命
じ
る
県
知

事
の
通
達
が
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
マ
ハ
ン
ト
側
も
黙
っ
て
は
お
ら
ず
︑

そ
の
政
府
の
対
応
に
強
く
反
発
す
る
︒
今
度
は
イ
ン
ド
人
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
地

主
階
層
の
圧
力
団
体
で
あ
る
英
領
イ
ン
ド
協
会
（B

ritish Indian A
ssociation

）
や
︑

地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
団
体
を
通
し
て
政
府
に
働
き
か
け
︑
改
め
て
日
本
の
仏

像
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
か
ら
す
み
や
か
に
撤
去
す
る
よ
う
︑
植
民
地
政
府
へ
の
陳
情

を
開
始
す
る（

67
）

︒
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英
領
イ
ン
ド
協
会
は
︑
イ
ン
ド
政
府
の
徴
税
機
構
の
屋
台
骨
で
あ
る
ザ
ミ
ー

ン
ダ
ー
リ
ー
制
度
を
支
え
る
イ
ン
ド
人
地
主
階
層
に
よ
る
圧
力
団
体
で
あ
る
︒

こ
の
時
に
は
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
の
対
岸
の
ウ
ッ
ト
ル
パ
ラ
に
広
壮
な
邸
宅
を
構
え

る
︑
ラ
ジ
ャ
・
ピ
ア
リ
・
モ
ホ
ン
・
ム
カ
ル
ジ
（R

aja Peary M
ohan M

ukherjee

）

が
そ
の
組
織
を
統
括
し
て
い
た
︒
マ
ハ
ン
ト
も
ま
た
僧
院
長
と
し
て
の
宗
教
的

役
割
と
は
別
に
︑
ビ
ハ
ー
ル
で
は
第
二
位
の
納
税
額
を
誇
る
富
裕
な
ザ
ミ
ー
ン

ダ
ー
ル
と
し
て
︑
有
力
な
構
成
員
と
な
っ
て
い
た
︒

　
こ
の
時
の
英
領
イ
ン
ド
協
会
に
よ
る
政
府
へ
の
陳
情
書
で
興
味
深
い
の
は
︑

宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
と
の
本
質
的
な
違
い
を
強
調
し
︑
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
置
か
れ
た
日
本
の
仏
像
が
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
地
を
汚
す
も
の

と
訴
え
て
い
る
点
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
一
八
九
七
年
一
月
二
十
九
日
の
陳
情
書

で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
菩
提
寺
を
マ
ハ
ン
ト
が
管
理
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

寺
院
と
し
て
規
定
す
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
の
立
場
を
︑
仏
教
徒
の
利
益
を
代
弁
し

よ
う
と
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
に
対
す
る
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
社
会
を
代
表
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
の
境

内
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
た
め
様
々
な
紛
争
の
要
因
と
な
り
︑

公
共
の
秩
序
の
破
壊
を
招
く
危
険
が
あ
る
と
し
︑
日
本
の
仏
像
を
撤
去
す
る
こ

と
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
仏
教
徒
と
の
潜
在
的
な
対
立
の
芽
を
取
り
除
く
た

め
に
も
必
要
で
あ
り
︑
イ
ン
ド
の
多
数
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
に
よ
っ
て

そ
の
主
張
は
支
持
さ
れ
て
い
る
︑
と
訴
え
て
い
る
︒

　
こ
れ
に
続
い
て
︑
二
月
二
十
八
日
に
は
︑
近
郊
都
市
バ
ン
キ
プ
ル
の
ダ
ル

マ
・
サ
バ
ー
（
意
訳
す
る
と
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
協
会
」）
と
称
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
の
団
体
に
よ
っ
て
︑
や
は
り
マ
ハ
ン
ト
を
支
持
す
る
陳
情
書
が
提
出
さ
れ

る（
68
）

︒「
ダ
ル
マ
・
サ
バ
ー
」（D

harm
a Sabha

）
に
つ
い
て
は
︑
一
八
三
〇
年
に

カ
ル
カ
ッ
タ
で
︑
ラ
ジ
ャ
・
ラ
ダ
カ
ン
ト
・
デ
ブ
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
︑

ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ
マ
ジ
運
動
に
対
抗
す
る
︑
保
守
的
な
バ
ラ
モ
ン
知
識
人
の
団

体
が
有
名
で
あ
る
が
︑
そ
の
直
接
的
な
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒
ま
た
︑
英
領
期

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
政
治
化
す
る
の
は
︑
一
般
に
は
ヒ

ラ
ー
フ
ァ
ト
運
動
が
高
揚
す
る
一
九
二
〇
年
代
以
降
と
さ
れ
る（

69
）

︒
そ
の
た
め
︑

一
八
九
七
年
の
こ
の
ダ
ル
マ
・
サ
バ
ー
の
性
格
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が

多
い
が
︑
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
近
郊
都
市
の
バ
ン
キ
プ
ル
で
声
明
が
出
さ
れ
︑

マ
ハ
ン
ト
も
ま
た
︑
し
ば
し
ば
バ
ン
キ
プ
ル
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
そ
の

意
向
を
受
け
た
宗
教
団
体
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
影
響
力
は
な
お
不
明
で

あ
る
が
︑
し
か
し
︑
ビ
ハ
ー
ル
の
地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
団
体
が
抗
議
の
声
を
上

げ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
︑
少
な
く
と
も
そ
の
対
立
が
マ
ハ
ン
ト
の
個
人
的
な

問
題
を
越
え
た
︑
地
域
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
支
持
を
背
景
に
持
つ
と
い
う
こ

と
を
︑
示
す
形
と
な
っ
て
い
た（

70
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
僧
院
領
主
と
し
て
の
マ
ハ
ン
ト
は
︑
イ
ン
ド
人
地
主
階
層
が
組

織
す
る
圧
力
団
体
と
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
意
見
を
代
弁
す
る
地
元
の
宗
教
団

体
に
よ
る
支
持
と
い
う
形
で
︑
政
府
へ
の
圧
力
を
強
め
て
ゆ
く
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

の
地
主
的
所
有
権
に
基
づ
く
寺
院
で
の
宗
教
的
権
利
の
問
題
は
︑
国
際
的
な
仏

教
界
に
よ
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
同
情
的
な
世
論
と
は
別
に
︑
イ
ン
ド
国
内
の
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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
に
よ
る
マ
ハ
ン
ト
へ
の
支
持
の
拡
大
と
い
う
形
で
︑
植
民
地

政
府
に
も
無
視
の
で
き
な
い
問
題
と
な
る
︒
当
局
は
そ
の
反
発
に
配
慮
し
て
︑

ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
僧
侶
が
仏
教
儀
礼
を
行
う
寺
院
で
は
な
く
︑
あ
く

ま
で
も
宿
泊
施
設
で
あ
り
︑
日
本
の
仏
像
は
仮
に
保
管
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
と
し
︑
そ
の
説
明
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る（

71
）

︒

　
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
置
か
れ
た
日
本
の
仏
像
は
︑
こ
う
し
て
喉
に
刺

さ
っ
た
と
げ
の
よ
う
に
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
め
ぐ
る
仏
教
徒
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

と
の
︑
抜
き
差
し
な
ら
な
い
争
点
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

（
3
）
国
際
的
な
仏
教
界
の
対
応

　
内
外
の
世
論
を
喚
起
し
た
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
に
対
し
て
︑
英
領
政
府

の
態
度
を
強
く
非
難
し
て
い
た
日
本
の
言
論
紙
『
仏
教
』
は
︑
そ
の
後
︑
英
領

政
府
を
非
難
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
書
面
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
ベ
ン
ガ
ル
政
府

の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
お
け
る
仏
像
の
現
状
維
持
を
認
め
る
五
月
の
決
議
書
を
日

本
語
に
翻
訳
し
て
掲
載
す
る
︒
そ
れ
を
以
て
『
仏
教
』
の
記
者
は
︑
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
に
対
す
る
マ
ハ
ン
ト
の
主
張
が
却
下
さ
れ
︑
政
府
の
管
理
の
も
と
で
仏
像

の
安
置
と
僧
侶
の
滞
在
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
︑「
平
安
に
局
を
結
び
し
」

と
︑
歓
迎
の
意
を
表
明
す
る（

72
）

︒

　
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
が
国
際
問
題
に
発
展
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た

在
ボ
ン
ベ
イ
日
本
領
事
館
も
︑
先
述
の
よ
う
に
︑
現
地
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

な
報
道
に
注
意
を
促
す
と
︑
そ
れ
は
「
日
本
人
民
の
名
を
以
て
︑
も
し
く
は
仏

徒
の
団
体
よ
り
寄
付
し
た
る
が
如
く
︑
誤
解
せ
る
に
よ
る
も
の
」
と
︑
説
明
す

る（
73
）

︒
五
月
十
二
日
に
は
︑
日
本
領
事
館
の
正
式
な
声
明
文
が
公
表
さ
れ
る
が
︑

そ
れ
を
見
る
と
︑
以
下
の
様
に
︑
日
本
の
仏
像
問
題
に
関
わ
る
マ
ハ
ン
ト
と
大

菩
提
協
会
の
関
係
︑
及
び
︑
英
領
政
府
の
対
応
を
詳
細
に
把
握
し
︑
事
態
の
鎮

静
化
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

摩
訶
菩
提
協
会
︹
＝
大
菩
提
協
会
︺
な
る
も
の
創
立
せ
ら
れ
る
︒
蓋け
だ

し
こ

の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
他
宗
の
有
に
帰
せ
し
め
す
機
あ
れ
ば
即
ち
︑
方
法
を
設

け
て
︑
も
っ
て
仏
徒
を
し
て
之
を
護
持
せ
し
め
ん
と
す
る
は
︑
実
に
該
会

の
主
な
る
希
望
な
る
が
如
し
︒
こ
れ
仏
者
の
見
る
所
を
も
っ
て
す
れ
ば
至

当
の
希
望
な
る
べ
し
と
い
え
ど
も
︑
異
宗
徒
た
る
現
所
有
者
よ
り
見
れ
ば
︑

該
会
の
意
あ
る
い
は
自
己
の
所
有
権
に
不
利
益
を
被
る
な
き
や
の
疑
な
き

能
わ
ず
し
て
︑
自
ら
該
会
と
相
善
ら
ざ
る
の
傾
き
あ
り
︒
ま
た
政
府
よ
り

之
を
見
れ
ば
︑
現
に
仏
徒
の
こ
の
地
に
来
り
詣
る
の
を
妨
げ
ざ
る
以
上
は
︑

こ
と
さ
ら
摩
訶
菩
提
協
会
に
特
典
を
与
え
て
六
百
年
来
︑
占
有
せ
る
現
権

利
者
の
感
情
を
害
し
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
宗
派
の
苦
情
を
招
く
は
は
な
は

だ
不
得
策
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
従
来
の
情
態
を
そ
の
ま
ま
に
存
す
れ
ば
不

都
合
な
し
︙
︙

　
こ
の
文
面
は
︑
仏
教
聖
地
の
復
興
を
望
む
大
菩
提
協
会
の
宗
教
的
心
情
に
は

理
解
を
示
し
な
が
ら
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
「
現
所
有
者
」
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
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徒
の
マ
ハ
ン
ト
で
あ
る
と
認
め
︑
大
菩
提
協
会
の
活
動
が
そ
の
法
的
な
権
利
を

犯
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
感
情
を
刺
激
し
て
ゆ
く
こ
と
に
︑
懸
念
を
示
す
も

の
と
な
っ
て
い
る
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
は
︑
こ
れ
ま
で
も
仏
教
徒
は
自
由
に
往

来
し
て
お
り
︑
政
府
が
特
に
こ
れ
を
妨
げ
て
い
る
訳
で
は
無
い
の
で
︑
植
民
地

政
府
と
い
え
ど
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
反
発
を
招
か
な
い
た
め
に
は
現
状
を
維

持
す
る
の
が
得
策
で
あ
り
︑
そ
れ
以
上
の
特
権
を
大
菩
提
協
会
に
与
え
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
︑
と
い
う
観
測
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
領
事
館
の
声
明
文
は
︑

そ
の
後
の
英
領
政
府
の
対
応
を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
と
言
え
︑『
仏
教
』
の

記
事
が
︑
そ
の
後
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
は
取
り
上
げ
ず
︑「
平
安
に
局
を

結
」
ん
だ
所
で
終
わ
る
こ
と
に
も
︑
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
同
様
に
︑
ビ
ル
マ
仏
教
界
の
動
向
を
見
て
も
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け

を
必
ず
し
も
鵜
呑
み
に
し
た
反
応
で
は
な
く
︑
ビ
ル
マ
知
識
人
に
よ
る
陳
情
書

は
︑
ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
や
︑
英
領
政
府
の
歴
史
的
な
寛
容

性
や
宗
教
的
中
立
性
の
政
策
︑
そ
し
て
ビ
ル
マ
仏
教
徒
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
と
の
交

流
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
︑
そ
の
通
達
の
撤
回
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
た（

74
）

︒

　
す
な
わ
ち
︑
日
本
で
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

大
菩
提
協
会
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
微
妙
な
立
場
を
冷
静
に
把
握
し
て
い
る
様
子

が
見
ら
れ
︑
ビ
ル
マ
で
は
︑
ミ
ン
ド
ン
王
以
来
の
歴
史
的
な
由
緒
を
強
調
す
る

ビ
ル
マ
仏
教
徒
と
大
菩
提
協
会
と
の
微
妙
な
関
係
に
︑
そ
れ
は
対
応
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
た
︒
ビ
ル
マ
か
ら
の
陳
情
書
は
︑
実
際
に
は
現
地
の
有
力
な
仏
教

団
体
や
僧
侶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
の
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
も
︑
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
の
運
動
が
︑
い
た
ず
ら
に
ビ
ル
マ
で
の
世
論
を
扇
動
し
て
い
る
こ
と

に
︑
懸
念
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（

75
）

︒

　
大
菩
提
協
会
の
活
動
で
は
︑
そ
の
後
も
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で

の
仏
教
徒
が
置
か
れ
て
い
る
差
別
的
な
状
況
を
︑
そ
の
機
関
誌
や
各
地
で
の
講

演
な
ど
を
通
し
て
訴
え
て
ゆ
く
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
主
張
が
直
ち
に
大
菩

提
協
会
の
活
動
へ
の
人
々
の
支
持
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
︑
と
い
う
状
況

に
な
っ
て
い
た
︒

　
と
り
わ
け
イ
ン
ド
国
内
で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
を
敵
対
視

す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
は
︑
結
果
的
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
地
主
階
層
や
地
元

の
宗
教
団
体
か
ら
の
反
発
も
招
く
こ
と
に
な
り
︑
当
初
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運

動
に
同
情
的
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
も
︑
イ
ン
ド
国
内
で
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
利
害
と
対
立
す
る
外
国
人
に
よ
る
運
動
と
し
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
へ
の
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
︒
ア
ジ
ア
の
仏
教
徒
の
た
め
の
問
題
と
は
別

に
︑
民
族
主
義
的
な
意
識
を
背
景
と
し
た
イ
ン
ド
国
内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の

問
題
と
し
て
︑
む
し
ろ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
権
益
を
代
弁
す
る
︑
マ
ハ
ン
ト
の

立
場
に
理
解
を
示
す
意
見
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
以
来
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の

親
交
を
深
め
︑
互
い
に
そ
の
活
動
に
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
は
︑
一
八
九
七
年
五
月
の
ブ
ル
夫
人
宛
て
の
手
紙
で
は
︑
次
の
様
に
述

べ
て
い
た（

76
）

︒
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「
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
好
人
物
だ
︒
私
は
︑
彼
を
愛
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

彼
が
︑
イ
ン
ド
人
の
問
題
に
口
を
は
さ
も
う
と
す
る
の
な
ら
︑
そ
れ
は
完

全
に
間
違
っ
て
い
る
︒」

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
庁
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運

動
に
対
し
て
︑
仏
教
徒
へ
の
宗
教
弾
圧
と
い
っ
た
国
際
世
論
の
反
応
に
配
慮
し

つ
つ
︑
し
か
し
︑
イ
ン
ド
国
内
の
多
数
派
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
刺
激
し
な
い

と
い
う
︑
微
妙
な
対
応
を
迫
ら
れ
て
ゆ
く
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け
る
日
本
の
仏

像
問
題
に
つ
い
て
の
︑
そ
の
後
の
英
領
政
府
の
対
応
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒

　

6
　
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
問
題

（
1
）
寺
院
の
買
収
か
ら
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
へ

　
一
八
九
一
年
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
買
収
運
動
か
ら
始
ま
っ

た
マ
ハ
ン
ト
と
の
対
立
は
︑
日
本
の
仏
教
界
を
も
巻
き
込
む
大
き
な
騒
動
を
引

き
起
こ
す
が
︑
こ
う
し
て
十
年
を
経
過
し
て
も
︑
土
地
の
買
収
も
日
本
の
仏
像

の
安
置
も
で
き
ず
︑
具
体
的
な
進
展
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い

た
︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
は
︑
日
本
を
含
む
国
際
的
な
仏
教
界

の
世
論
を
一
時
的
に
喚
起
す
る
効
果
は
あ
っ
た
が
︑
そ
の
運
動
の
持
続
的
な
広

が
り
と
い
う
点
で
は
限
定
的
で
あ
っ
た
︒
肝
心
の
イ
ン
ド
で
は
︑
か
え
っ
て
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
側
の
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
り
︑
イ
ン
ド
人
地
主
階
層
や
地
域

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
団
体
に
よ
る
支
持
を
背
景
と
し
て
︑
マ
ハ
ン
ト
側
は
仏
像
の

撤
去
を
求
め
る
政
府
へ
の
圧
力
を
高
め
て
ゆ
く
︒「
厳
正
に
中
立
の
立
場
」
を

旨
と
す
る
英
領
政
府
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の
地
主
的
所
有
権
者
と
し
て
の
法
的
立
場

を
明
確
に
し
な
が
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
宗
教
的
権
利
を
め
ぐ

る
訴
え
に
は
不
介
入
の
姿
勢
を
取
り
︑
事
実
上
の
現
状
維
持
を
続
け
て
ゆ
く
の

で
あ
る（

77
）

︒

　
こ
う
し
た
中
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
や
が
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
の
焦
点

を
︑
日
本
の
仏
像
を
安
置
し
仏
教
僧
が
常
駐
し
て
活
動
す
る
た
め
の
︑
新
た
な

レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
へ
と
移
し
て
ゆ
く（

78
）

︒
具
体
的
に
は
︑
政
府
に
よ
る
バ
ン

ガ
ロ
ウ
の
仏
教
徒
へ
の
開
放
や
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
た
め
の
︑
土

地
の
斡
旋
を
政
府
に
働
き
か
け
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
︒

　
ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
っ
て
一
八
七
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
は
︑
部
屋
も
狭
く
︑
ト
イ
レ
や
台
所
も
無
い
こ
と
か
ら
︑
以
前
か
ら
滞
在

す
る
僧
侶
や
巡
礼
者
の
苦
情
が
絶
え
ず
︑
マ
ハ
ン
ト
か
ら
も
︑
仏
教
僧
に
よ
る

妨
害
で
巡
礼
者
か
ら
の
お
布
施
が
激
減
す
る
と
い
っ
た
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
︒
ビ
ル
マ
仏
教
界
に
よ
る
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
求
め
る
陳
情
を
受
け
た

英
領
政
府
は
︑
ベ
ン
ガ
ル
政
府
副
知
事
代
行
Ｊ
・
Ａ
・
ボ
ー
デ
ィ
ロ
ン
に
従
え

ば
︑
一
八
九
八
年
に
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
必
要
性
を
認
め
︑
そ
の
検
討
を

始
め
て
い
る（

79
）

︒
国
際
的
な
仏
教
復
興
運
動
の
高
ま
り
を
受
け
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

へ
の
巡
礼
者
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
仏
教
徒
の
聖
地
と
し
て
の
開
発
が
想
定
さ
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れ
て
い
た
こ
と
が
︑
そ
の
背
景
に
は
指
摘
さ
れ
る（

80
）

︒

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
一
八
九
六
年
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
を
受
け

て
︑
ビ
ル
マ
で
は
︑「
既
存
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
修
復
︑
及
び
新
た
な
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
建
設
」
と
い
う
名
目
で
寄
付
が
呼
び
掛
け
ら
れ
︑
マ
ン
ダ
レ
ー
の
仏
教

徒
は
︑
一
万
二
千
八
百
Rs
の
寄
付
を
集
め
て
い
た（

81
）

︒
こ
の
基
金
は
︑
大
菩
提
協

会
マ
ン
ダ
レ
ー
支
部
長
の
名
前
で
報
告
さ
れ
た
が
︑
ビ
ル
マ
仏
教
界
の
陳
情
は

そ
の
後
も
様
々
に
行
わ
れ
︑
特
に
カ
ー
ゾ
ン
総
督
の
ビ
ル
マ
訪
問
に
合
わ
せ
た

一
九
〇
一
年
十
一
月
に
は
︑
仏
教
徒
の
た
め
の
寺
院
の
復
興
と
新
た
な
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
の
建
設
を
求
め
る
陳
情
書
が
提
出
さ
れ
る
︒

　
一
八
九
九
年
一
月
に
イ
ン
ド
総
督
に
就
任
し
た
に
カ
ー
ゾ
ン
は
︑
こ
の
マ
ン

ダ
レ
ー
仏
教
徒
の
陳
情
に
よ
っ
て
初
め
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
の
重
要
性
を
認
識

す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
時
に
は
︑
カ
ー
ゾ
ン
総
督
は
︑
ビ
ル
マ
仏
教
徒
に

対
し
て
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
問
題
の
解
決
を
約
束
し
︑
ベ
ン
ガ
ル
政
府
に
対
し
て

は
︑
こ
れ
ま
で
の
係
争
の
経
緯
を
報
告
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
て
い
る（

82
）

︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
も
ま
た
︑
ビ
ル
マ
仏
教
徒
に
よ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
請

願
と
は
別
に
︑
一
八
九
六
年
以
降
︑
政
府
に
対
し
て
︑
新
た
な
仏
教
徒
の
た
め

の
寺
院
建
設
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た（

83
）

︒

　
そ
も
そ
も
大
菩
提
協
会
は
︑
創
立
の
当
初
か
ら
目
的
と
す
る
の
は
︑「
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
に
仏
教
僧
院
を
建
設
し
︑
仏
教
僧
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た（

84
）

︒

し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
手
狭
な

上
に
︑
そ
の
活
動
を
快
く
思
わ
な
い
マ
ハ
ン
ト
と
は
も
め
事
が
絶
え
ず
︑

一
八
九
三
年
に
は
僧
侶
が
暴
徒
に
襲
わ
れ
る
な
ど
︑
様
々
な
対
立
の
要
因
と

な
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
新
た
な
宿
泊
施
設
の
建
設
は
長

年
の
懸
案
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
︑
マ
ハ
ン
ト
側
か
ら
見
れ
ば
︑
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
に
よ
る
施
設
建
設
の
計
画
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の
既
得
権
益
を
脅
か
す
大
菩
提
協

会
に
よ
る
仏
教
僧
院
の
建
設
を
意
味
し
︑
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い

た
︒

　
そ
こ
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ひ
と
つ
の
代
替
案
と
し
て
︑
地
方
巡
視
官
が
滞

在
す
る
政
府
の
バ
ン
ガ
ロ
ウ
を
︑
仏
教
徒
に
開
放
す
る
と
い
う
提
案
を
当
局
に

行
っ
て
い
る（

85
）

︒
宿
泊
施
設
の
整
っ
て
い
な
い
英
領
期
の
イ
ン
ド
で
は
︑
地
方
ご

と
に
政
府
の
役
人
が
視
察
の
た
め
に
滞
在
す
る
︑
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
と
呼

ば
れ
る
バ
ン
ガ
ロ
ウ
が
設
置
さ
れ
た
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
バ
ン
ガ
ロ
ウ
は
︑
寺
院

か
ら
五
〇
〇
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
あ
り
︑
一
八
八
六
年
に
︑
地
権
者
で
あ
る

マ
ハ
ン
ト
か
ら
政
府
が
土
地
の
リ
ー
ス
を
受
け
る
形
で
建
設
さ
れ
た（

86
）

︒
日
本
の

仏
像
を
安
置
す
る
た
め
の
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
し
て
︑
政
府
は
そ
の
バ
ン

ガ
ロ
ウ
を
大
菩
提
協
会
に
貸
与
し
︑
大
菩
提
協
会
は
対
価
と
し
て
四
千
Rs
を
支

払
う
こ
と
で
︑
そ
の
費
用
で
政
府
は
新
た
な
バ
ン
ガ
ロ
ウ
建
設
の
た
め
の
土
地

を
購
入
す
る
と
い
う
入
れ
替
え
案
が
︑
政
府
と
の
間
で
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る（

87
）

︒

　
し
か
し
︑
最
終
的
に
こ
の
代
替
案
は
︑
一
八
九
七
年
六
月
に
イ
ン
ド
政
府
主

席
秘
書
官
ボ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
︑
話
は
振
り
出
し
に
戻
る（

88
）

︒
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
に
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
建
設
す
る
計
画
に
政
府
が
関
わ
る
こ
と
は
︑

い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
の
反
発
を
招
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
︑
当
局
に
よ
っ
て
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改
め
て
︑
現
地
の
紛
争
に
は
不
介
入
の
立
場
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
多
様
な
利
害
関
係
者
が
関
わ
る
歴
史
的
な
聖
地
の
よ
う
な
事
例
で
は
︑
何

を
も
っ
て
「
中
立
的
な
立
場
」
と
す
る
の
か
は
︑
実
際
に
は
様
々
な
状
況
に

よ
っ
て
異
な
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
上
記
の
代
替
案
で
も
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
必
要
性
を
認
め
た
植
民
地

当
局
は
︑
当
初
は
長
年
の
対
立
の
火
種
の
解
消
に
向
け
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の

提
案
を
受
け
る
形
で
バ
ン
ガ
ロ
ウ
の
提
供
を
検
討
し
︑
仲
介
に
動
い
て
い
た（

89
）

︒

し
か
し
︑
そ
の
後
︑
当
局
は
「
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
」
か
ら
問
題
は
当
事
者

同
士
の
直
接
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の

計
画
案
を
却
下
す
る（

90
）

︒
そ
の
方
針
転
換
の
背
景
に
は
︑
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設

が
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
新
た
な
宗
教
運
動
（a religious cult grow

ing up

）

の
拠
点
と
な
り
︑
そ
れ
が
イ
ン
ド
国
内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
刺
激
す
る
こ
と

へ
の
︑
当
局
が
強
い
懸
念
が
あ
っ
た（

91
）

︒

　
他
方
︑
政
府
の
対
応
は
行
き
過
ぎ
た
譲
歩
で
あ
り
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る

事
実
上
の
仏
教
僧
院
の
建
設
の
容
認
で
あ
る
と
反
発
す
る
マ
ハ
ン
ト
に
対
し
て

は
︑「
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
」
か
ら
問
題
は
当
事
者
同
士
の
交
渉
に
よ
っ
て

解
決
す
べ
き
と
し
な
が
ら
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
建
設
す
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
あ

く
ま
で
も
宿
泊
施
設
で
あ
り
︑
も
し
日
本
の
仏
像
が
そ
の
建
物
に
保
管
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
︑
マ
ハ
ン
ト
は
そ
の
撤
去
を
求
め
て
提
訴
す
る
こ
と
が
出
来
る
︑

と
い
う
言
質
を
与
え
て
い
た（

92
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
植
民
地
当
局
は
︑
行
き
場
を
失
っ
た
日
本
の
仏
像
の
た
め
の
新

た
な
施
設
を
求
め
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
訴
え
に
対
し
て
は
︑
そ
の
運
動
に
同
情

的
な
国
際
世
論
に
配
慮
し
て
一
定
の
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
が
︑
し
か
し
︑
そ

れ
が
英
領
統
治
の
基
盤
で
あ
る
地
主
的
保
有
権
者
と
し
て
の
マ
ハ
ン
ト
の
立
場

に
抵
触
す
る
恐
れ
が
生
じ
る
と
︑
不
介
入
を
表
明
す
る
︒
同
時
に
︑
仏
像
の
撤

去
を
求
め
る
マ
ハ
ン
ト
を
支
持
す
る
イ
ン
ド
国
内
の
世
論
が
政
府
へ
の
批
判
に

向
か
い
そ
う
に
な
る
と
︑「
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
」
か
ら
不
介
入
の
原
則
を

表
明
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
新
た
な
施
設
に
は
仏
像
の
安
置
は
認
め
な
い

と
い
う
言
質
を
︑
マ
ハ
ン
ト
側
に
与
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
ど
ち
ら
に
も
都
合
の
良
い
解
釈
を
許
容
す
る
二
枚
舌
的
な
説
明
に
終
始
す
る

こ
と
で
︑
そ
れ
は
利
害
関
係
者
が
抱
え
る
争
点
を
︑
か
え
っ
て
拡
大
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
実
際
︑
日
本
の
仏
像
の
撤
去
を
求
め
る
マ
ハ
ン
ト
が
︑
そ
の
後
の
政
府
へ
の

陳
情
活
動
で
繰
り
返
し
言
及
す
る
の
は
︑「
仏
像
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
社
会
に
障

害
を
与
え
る
」
も
の
と
し
て
︑
日
本
の
仏
像
の
撤
去
を
命
じ
た
︑
一
八
九
六
年

四
月
二
日
の
英
領
政
府
に
よ
る
通
達
で
あ
っ
た（

93
）

︒
そ
し
て
︑
日
本
の
仏
像
の
安

置
を
求
め
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
︑
そ
の
後
の
運
動
で
繰
り
返
し
引
用
す
る
の
も
︑

そ
の
命
令
を
取
り
消
し
て
︑
以
後
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
仏
像
を
安
置
し
て
も
良

い
と
す
る
︑
五
月
二
十
五
日
の
英
領
政
府
に
よ
る
︑
そ
の
後
の
通
達
撤
回
の
決

議
で
あ
っ
た（

94
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
両
者
の
主
張
が
す
れ
違
い
︑
そ
の
調
停
が
困
難
と
な
る
中
で
︑

仏
教
徒
の
巡
礼
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
と
日
本
の
仏
像
の
安
置
先
と
し
て
︑
ま
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た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
マ
ハ
ン
ト
と
の
主
張
の
折
衷
案
と
し
て
︑
当
局
の
肝
い
り

に
よ
る
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
開
始
さ
れ
る（

95
）

︒

（
2
）
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
め
ぐ
る
攻
防

　
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
つ
い
て
は
︑
長
年
の
懸
案
事
項
の
解
決
策
と

し
て
︑
ビ
ル
マ
仏
教
徒
の
寄
付
金
を
原
資
と
し
て
︑
当
局
の
お
膳
立
て
に
よ
っ

て
計
画
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
マ
ハ
ン
ト
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張

の
食
い
違
い
も
あ
り
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
記
録
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
︒

　
具
体
的
に
は
︑
パ
ト
ナ
管
区
長
官
Ｌ
・
ハ
ー
レ
の
一
九
〇
二
年
三
月
の
報
告

に
よ
れ
ば
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
計
画
は
︑
一
八
九
九
年
一
月
と

一
九
〇
〇
年
三
月
の
決
議
に
基
づ
き
︑
ガ
ヤ
県
行
政
庁
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
一
九
〇
〇
年
六
月
に
大
菩
提
協
会
は
︑
そ
の
計
画
が
仏
教
徒
の
巡
礼

者
の
滞
在
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
指
摘
し
︑
一
万
三
千
Rs
の
寄
付
金
と
共
に
︑
新

た
な
プ
ラ
ン
を
提
案
す
る（

96
）

︒
県
当
局
は
︑
そ
の
計
画
案
を
一
九
〇
〇
年
七
月
に

承
認
す
る
と
︑
上
級
官
庁
の
ベ
ン
ガ
ル
政
府
の
裁
可
を
求
め
て
い
た
が
︑

一
九
〇
一
年
四
月
の
段
階
で
は
︑
ま
だ
イ
ン
ド
総
督
府
で
は
︑
同
様
に
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
の
建
設
を
求
め
る
マ
ン
ダ
レ
ー
仏
教
徒
の
陳
情
に
対
し
て
︑「
い
か
な

る
ス
テ
ッ
プ
も
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
述
べ
て
い
た（

97
）

︒
そ
の
た
め
︑
最
終

的
に
そ
の
計
画
が
承
認
さ
れ
る
の
は
︑
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ウ
ッ
ド
バ
ー
ン
が

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
視
察
に
訪
れ
た
︑
一
九
〇
一
年
十
月
と
考
え
ら
れ
る（

98
）

︒

　
そ
の
後
︑
ガ
ヤ
県
長
官
Ｃ
・
Ａ
・
オ
ル
ダ
ム
は
︑
一
九
〇
二
年
三
月
に
︑
建

物
の
基
礎
の
た
め
に
地
面
へ
の
掘
削
が
開
始
さ
れ
︑
レ
ン
ガ
も
焼
か
れ
て
い
る

と
報
告
を
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
時
に
は
す
で
に
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建

設
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（

99
）

︒

　
し
か
し
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
知
っ
た
マ
ハ
ン
ト
は
︑
そ
れ
は

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
仏
教
僧
院
の
建
設
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
︑
強
く
反
発
す
る（

100
）

︒

特
に
マ
ハ
ン
ト
が
問
題
に
し
た
の
は
︑
県
行
政
庁
の
計
画
に
基
づ
き
︑
資
金
は

マ
ン
ダ
レ
ー
の
仏
教
徒
の
寄
進
に
よ
る
と
い
う
当
局
の
説
明
に
も
関
わ
ら
ず
︑

実
際
に
は
そ
の
背
後
で
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
意
向
が
働
き
︑
事
実
上
の
大
菩
提

協
会
に
よ
る
仏
教
僧
院
と
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
︒

　
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
完
成
を
間
近
に
控
え
た
一
九
〇
三
年
八
月
十
日
に
︑
英
領

イ
ン
ド
協
会
の
ピ
ア
リ
・
モ
ホ
ン
・
ム
カ
ル
ジ
は
︑
そ
の
政
府
へ
の
陳
情
書
で
︑

次
の
様
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る（

101
）

︒

　
一
八
七
〇
年
代
に
建
設
さ
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
ガ
ヤ
県
長
官

が
そ
の
鍵
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
渡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
︑
セ
イ
ロ
ン
僧
が

住
み
着
く
よ
う
に
な
り
︑
結
果
と
し
て
マ
ハ
ン
ト
へ
の
敵
対
的
な
行
動
を
繰
り

返
す
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
後
︑
仏
教
徒
の
巡
礼
者
の
寄
進
を
︑
セ
イ
ロ
ン
僧
は

す
べ
て
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
い
︑
マ
ハ
ン
ト
は
寄
進
に
よ
る
収
入
を

絶
た
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
決
定
し
た
県
行
政
庁

は
︑
そ
の
建
設
費
用
と
し
て
一
万
三
千
Rs
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
か
ら
受
け
取
る
こ

と
で
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
使
用
権
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
付
与
し
よ
う
と
し
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て
い
る
︒
実
際
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
日
本
の
仏
像
を
い
ま
も
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

に
安
置
し
て
お
り
︑
こ
の
仏
像
を
永
続
的
に
祭
壇
に
安
置
す
る
こ
と
で
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
聖
地
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
宗
教
的
権
威
を
︑
そ
れ
は
貶
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︑
と
訴
え
る
︒

　
し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
ビ
ル
マ
の
ミ
ン
ド
ン
王
が
建
設
し
た
旧
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
は
大
変
に
手
狭
で
︑
以
前
か
ら
巡
礼
者
が
苦
情
を
寄
せ
て
い
た
︒

仏
教
徒
の
巡
礼
者
は
︑
実
際
に
は
︑
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
一
角
を
宿
舎
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
も
多
く
︑
そ
の
た
め
マ
ハ
ン
ト
側
も
︑
仏
教
巡
礼
者
の
便
宜
の
た

め
に
提
案
さ
れ
︑
政
府
が
承
認
を
与
え
た
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
そ
の
も

の
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
︑
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た
︒

　
上
記
の
陳
情
書
で
も
︑
最
終
的
に
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
ど
う
し

て
も
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
代
わ
っ
て
そ
の
費
用
の
全
額
を
︑

マ
ハ
ン
ト
側
が
提
供
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
同

時
に
マ
ハ
ン
ト
は
︑
そ
の
費
用
提
供
の
条
件
と
し
て
︑
日
本
の
仏
像
を
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
に
撤
去
す
る
こ
と
︑
及
び
︑
建
物
の
設
計
プ
ラ
ン
や
そ

の
後
の
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
は
︑
す
べ
て
マ
ハ
ン
ト
が
管
理
す
る
こ
と
を
求

め
て
ゆ
く
の
で
あ
る（

102
）

︒
こ
こ
に
は
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
︑
大
菩
提

協
会
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
新
た
な
仏
教
寺
院
の

建
設
に
結
び
付
く
こ
と
に
︑
マ
ハ
ン
ト
側
が
強
い
懸
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
植
民
地
当
局
は
︑
そ
の
建
設
資
金
は
マ
ン
ダ
レ
ー
の
ビ
ル
マ

仏
教
徒
に
よ
っ
て
拠
出
さ
れ
︑
施
設
の
計
画
や
土
地
の
購
入
︑
そ
の
後
の
建
物

の
管
理
は
ガ
ヤ
県
政
庁
が
監
督
す
る
も
の
と
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も

境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
た
日
本
の
仏
像
は
︑
境
内
の
外
に
撤

去
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
説
明
す
る
こ
と
で
︑
マ
ハ
ン
ト
へ
の
理
解
を
求

め
て
い
た（

103
）

︒

　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
︑
植
民
地
政
庁
は
︑
よ
う
や
く
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に

お
け
る
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
と
︑
そ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
介
入
に

反
発
す
る
と
マ
ハ
ン
ト
の
主
張
と
を
折
衷
し
た
︑
玉
虫
色
の
解
決
策
と
言
え
る

も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
最
終
的
に
政
府
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
新
た
な

レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
承
認
す
る
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
宿
泊
の
た
め
の

施
設
と
さ
れ
た（

104
）

︒
そ
れ
は
︑
巡
礼
者
の
宿
泊
以
外
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
は
で

き
ず
︑
仏
像
の
搬
入
や
僧
侶
の
常
駐
は
認
め
ら
れ
ず
︑
そ
の
維
持
・
管
理
は
す

べ
て
県
行
政
庁
の
監
督
の
も
と
で
行
わ
れ
る
︑
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
現
在
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
は
︑
大
塔
寺
院
の
境
内
入
り
口
に
あ
た
る
正
門
前
の

ロ
ー
タ
リ
ー
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
に
僧
院
宿
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ

が
英
領
期
に
建
設
さ
れ
た
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
あ
る
︒
内
部
は
︑
一
階
に

十
室
︑
二
階
に
四
室
の
宿
泊
施
設
と
︑
百
人
を
収
容
で
き
る
ホ
ー
ル
や
図
書
室

を
備
え
て
い
る（

105
）

︒
そ
の
石
碑
の
銘
文
に
は
︑
セ
イ
ロ
ン
と
ビ
ル
マ
の
仏
教
徒
に

よ
る
一
万
五
千
Rs
の
基
金
に
基
づ
き
︑
ガ
ヤ
県
長
官
オ
ル
ダ
ム
に
よ
っ
て
︑

一
九
〇
一
年
に
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
（B

uddhist R
est-H

ouse at B
odh-G

aya

）
が
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建
立
さ
れ
た
︑
と
記
さ
れ
て
い
る（

106
）

︒
イ
ン
ド
で
は
︑
基
礎
工
事
の
段
階
で
定
礎

式
が
行
わ
れ
る
が
︑
実
際
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
開
堂
は
一
九
〇
三
年
十
月
で
あ

り
︑
そ
の
建
設
に
は
約
二
年
︑
大
菩
提
協
会
の
当
初
の
計
画
か
ら
数
え
る
と
︑

十
二
年
以
上
を
要
し
た
こ
と
が
分
か
る（

107
）

︒ 

　
一
九
〇
一
年
十
一
月
の
カ
ー
ゾ
ン
総
督
に
よ
る
マ
ン
ダ
レ
ー
か
ら
の
照
会
に

対
し
て
︑
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
代
行
ボ
ー
デ
ィ
ロ
ン
が
︑「
そ
の
仏
教
徒
の
た
め

の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
す
で
に
建
設
中
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は
︑
こ
の
第

二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た（

108
）

︒

　
し
か
し
︑
も
と
も
と
こ
の
施
設
は
︑
ト
ラ
ブ
ル
の
多
か
っ
た
境
内
の
ビ
ル

マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
代
わ
り
︑
日
本
の
仏
像
を
安
置
す
る
施
設
と
し
て
計
画

さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

109
）

︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
マ
ハ
ン
ト
の
猛
烈
な
巻
き
返
し
を

受
け
て
︑
せ
っ
か
く
建
物
は
作
っ
た
の
に
︑
ま
た
し
て
も
そ
の
内
陣
に
仏
像
を

安
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
新
た
な
建
物
に
仏
像
の

安
置
が
で
き
な
く
な
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
政
府
へ
の
陳
情
活
動
を
行
い
な

が
ら
︑
引
き
続
き
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
日
本
の
仏
像
を
「
安

置
」
す
る
こ
と
に
な
る
︒
マ
ハ
ン
ト
側
も
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
留
め

置
か
れ
た
日
本
の
仏
像
に
対
し
て
︑
改
め
て
そ
の
撤
去
を
求
め
て
政
府
に
圧
力

を
強
め
て
ゆ
く
︑
と
い
う
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（

110
）

︒

　
一
九
〇
二
年
一
月
三
〇
日
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
塔
を
訪
れ
た
岡
倉
天
心
が
目
の

当
た
り
に
し
た
の
は
︑
寺
院
境
内
の
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
︒
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ま
と
め
に
代
え
て

　
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
に
派
生
す
る
︑
大
菩
提
協
会
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
と
の
対
立
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
へ
の
陳
情

や
働
き
か
け
︑
そ
し
て
海
外
の
仏
教
徒
に
よ
る
国
際
世
論
の
形
成
や
国
内
の
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
勢
力
の
反
発
と
い
う
形
で
︑
双
方
と
も
一
歩
も
引
か
な
い
抗
争
を

続
け
て
い
た
︒

　
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
府
は
︑
国
際
的
な
関
心
を
集
め
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
係
争

が
第
二
の
エ
ル
サ
レ
ム
と
し
て
紛
争
の
要
因
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
︑
ま
た
︑

イ
ン
ド
の
多
数
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
宗
教
的
な
心
情
へ
の
刺
激
を
避

け
る
と
い
う
植
民
地
統
治
上
の
要
請
か
ら
︑
現
地
の
宗
教
的
争
点
に
は
介
入
し

な
い
と
い
う
態
度
を
表
明
し
た
︒
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ウ
ッ
ド
バ
ー
ン
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
︑
マ
ハ
ン
ト
と
仏
教
徒
と
の
「
両
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
限
り
︑

政
府
は
可
能
な
限
り
︑
原
状
を
回
復
し
︑
そ
れ
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
」
と

さ
れ
た（

111
）

︒

　
英
領
政
府
は
︑
国
際
的
な
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
関
心
を
背
景
に
︑
仏
教
徒
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
訴
え
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
対
し
て
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の

地
主
的
な
土
地
所
有
権
の
法
的
権
利
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
の
︑
当
事
者
同
士

の
解
決
を
求
め
て
ゆ
く
︒
日
本
の
仏
像
の
境
内
か
ら
の
撤
去
を
求
め
る
マ
ハ
ン

ト
に
は
︑
宗
教
的
な
争
点
に
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
政
府
の
立
場
を
掲
げ
る
こ
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と
で
︑
現
状
維
持
の
方
針
を
示
し
て
ゆ
く
︒
結
果
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
三
す

く
み
の
関
係
と
な
り
︑
こ
う
着
状
態
が
続
い
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
境
内
の
一
角
を
占
め
る
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
は
︑

大
菩
提
協
会
の
セ
イ
ロ
ン
仏
教
僧
が
引
き
続
き
滞
在
し
︑
仏
教
儀
礼
が
執
り
行

わ
れ
て
い
た
が
︑
寺
院
の
各
所
に
屹
立
す
る
シ
ヴ
ァ
神
の
ご
神
体
で
あ
る
リ
ン

ガ
の
祭
壇
で
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
司
祭
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
の
一
室
を
占
め
る
ガ
ラ
ス
窓
の
奥
に
は
︑
日
本
か
ら
伝
来
し
た
仏
像
が

置
か
れ
て
い
た
が
︑
実
際
に
は
そ
れ
は
祭
壇
で
は
な
く
︑「
保
管
」
さ
れ
て
い

る
も
の
と
さ
れ
た（

112
）

︒
時
折
︑
訪
れ
る
仏
教
徒
の
巡
礼
者
は
︑
セ
イ
ロ
ン
僧
が
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
の
「
祭
壇
」
に
案
内
を
す
る
の
で
︑
巡
礼
者
の
供
物
め
ぐ
っ
て
境

内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
司
祭
と
の
反
目
を
繰
り
返
し
︑
そ
れ
は
常
に
マ
ハ
ン
ト
の
不

信
を
招
く
要
因
と
な
っ
て
い
た
︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
連
れ
立
っ
て
一
九
〇
二
年
一
月
に
大
塔
を
訪
れ

た
天
心
も
ま
た
︑
そ
の
巡
礼
者
の
一
人
と
し
て
︑
こ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
塔
境
内

に
参
詣
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
時
に
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
同

行
し
た
弟
子
の
ノ
レ
シ
ュ
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
ゴ
ー
シ
ュ
の
記
録
で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
滞
在
し
た
一
行
の
様
子
は
︑
次
の
様
で
あ
っ
た（

113
）

︒

ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
毎
日
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院

に
参
詣
し
ま
し
た
︒
境
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
石
仏
の
表
情
や
彫
像
の
技
巧
に

つ
い
て
︑
私
た
ち
に
解
説
し
て
く
れ
ま
し
た
︒
境
内
の
北
西
の
角
に
あ
る

建
物
に
は
︑
日
本
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
姿
は
︑
ま
さ

に
ス
ワ
ー
ミ
ー
が
座
っ
て
い
る
お
姿
に
そ
っ
く
り
で
し
た
︒

　
こ
の
ノ
レ
シ
ュ
チ
ョ
ン
ド
ロ
の
記
述
か
ら
︑
天
心
一
行
が
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
「
安
置
」
さ
れ
た
日
本
の
仏
像
を
︑
興
味
津
々
で
拝
観
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
三
か
月
後
に
天
心
は
︑
タ
ゴ
ー
ル
家
の
シ
ュ
レ
ン

ド
ロ
ナ
ト
を
伴
っ
て
︑
再
び
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
す
る
︒
こ
の
時
の
天
心
の
訪

問
に
つ
い
て
は
︑
後
に
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
が
詳
細
な
回
想
記
を
残
し
て
い
る

が
︑
本
稿
の
資
料
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
そ
の
経
緯
は
よ
り
具
体
的
に
見
え
て

く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
境
内
の
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
天
心
は
︑「
寺
院
の
荒
廃

と
環
境
の
悪
さ
に
ひ
ど
く
心
を
傷
つ
け
ら
れ
︙
︙
マ
ハ
ン
ト
か
ら
土
地
を
譲
り

う
け
︑
早
速
に
こ
の
聖
地
で
活
動
を
開
始
す
る
以
外
に
方
策
は
無
い
と
判
断
し

た
」
と
︑
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
は
記
し
て
い
る（

114
）

︒
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
と
は
別
に
︑
こ
の
時
に
は
す
で
に
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
開
始

さ
れ
︑
そ
れ
は
基
層
工
事
の
最
中
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う

に
︑
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
日
本
の
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
天
心
の
第
二
回
目
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
で
は
︑
日
本
か
ら
駆
け
付
け
た

織
田
得
能
も
同
行
し
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
の
時
の
境
内
の
様
子
に
つ
い
て
織
田

は
︑
次
の
様
に
記
録
し
て
い
る（

115
）

︒



ダルマパーラのブッダガヤ復興運動と日本人

215

数
年
前
︑
ダ
ン
マ
パ
ラ
氏
の
日
本
に
遊
ぶ
や
︑
帰
る
に
臨
み
て
芝
天
徳
寺

住
職
朝
日
秀
宏
氏
に
説
き
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
塔
の
第
二
層
に
安
置
せ
ん
と
の

約
に
て
︑
坐
像
の
阿
弥
陀
仏
一
鷗
を
請
じ
来
り
︙
︙
そ
の
仏
像
を
据
え
ん

と
せ
し
か
ば
︑
堂
守
は
こ
れ
を
寺
主
に
通
じ
て
多
人
数
集
り
来
り
︑
彼
の

仏
像
を
下
し
彼
を
塔
外
に
引
き
出
す
や
︑
濫
み
だ
り
に
人
の
礼
拝
を
妨
害
せ
し
も

の
と
し
て
こ
れ
を
政
府
に
訴
え
︑
つ
い
に
裁
判
沙
汰
と
な
れ
り
︒

︙
︙
た
だ
勿
体
な
き
は
阿
弥
陀
仏
の
尊
像
な
り
︒
こ
の
仏
像
が
火
花
を
散

ら
せ
し
争
い
の
種
と
な
り
た
る
の
み
な
ら
ず
︑
今
は
こ
れ
を
安
置
し
申
す

処
も
無
け
れ
ば
︑
や
む
な
く
ビ
ル
マ
国
の
建
て
し

9

9

9

9

9

9

9

9

一
休
息
所
の
片
隅
に
据

え
奉
り
︙
︙
氏
は
こ
れ
が
た
め
に
十
数
年
以
来
︑
大
菩
提
会
と
い
う
を
立

て
仏
蹟
復
興
を
名
と
せ
し
も
の
な
れ
ば
︑
今
さ
ら
そ
の
事
を
中
止
す
る
こ

と
を
得
ず
︑
つ
い
に
莫
大
の
金
を
費
し
て
政
府
に
哀
訴
し
た
る
結
果
漸
く

政
府
の
命
令
を
も
っ
て
少
許
の
地
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
よ
り
収
容
し
︑
こ
こ

に
政
府
の
建
物
と
い
う
名
の
下
に
只
今
一
棟
を
建
築
す
る
事
に
運
び
し
も

の
と
聞
く
︑
か
か
る
事
情
な
れ
ば
後
こ
こ
に
参
詣
せ
ん
人
は
ダ
ン
マ
パ
ラ

氏
の
名
を
言
わ
ぬ
が
よ
し
︑
ビ
ル
マ
に
て
も
余
り
芳
し
か
ら
ぬ
風
評
を
や

聞
き
し
︙
︙

　
以
上
の
記
述
は
︑
天
心
が
こ
の
時
に
「
マ
ハ
ン
ト
に
対
し
て
︑
日
本
人
の
寺

院
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
建
設
す
る
た
め
の
土
地
の
提
供
を
求
め
」
て
い
た
と
す
る
︑

冒
頭
で
取
り
上
げ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
言
葉
を
︑
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る
だ

ろ
う
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
長
年
の
復
興
運
動
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
う
着
し

た
状
況
が
続
く
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
窮
状
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
︑
天

心
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
日
本
人
巡
礼
者
の
た
め
の
︑
そ
し
て
恐
ら
く
は
日
本

の
仏
像
を
安
置
す
る
た
め
の
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
計
画
す
る
の

で
あ
る
︒

　
そ
の
意
味
で
は
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
は
︑
日
本
人
の
た
め
の
宿

泊
施
設
の
計
画
に
は
留
ま
ら
ず
︑
そ
の
新
た
な
施
設
の
建
設
を
通
し
て
︑
最
終

的
に
は
こ
う
着
状
態
に
あ
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動

の
状
況
も
ま
た
︑
打
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
天
心
が
あ
え
て
︑「
日
本
の
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑

セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
徒
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
︑
以
上
の
状
況

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
初
め
て
そ
の
意
図
が
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
英

領
政
府
に
よ
る
天
心
へ
の
土
地
売
却
申
請
の
「
却
下
」
と
い
う
経
緯
も
︑
宗
教

的
中
立
性
を
標
榜
す
る
英
領
政
府
に
と
っ
て
︑
日
本
人
に
よ
る
新
た
な
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
建
設
を
通
し
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
へ
の
介
入
と
い
う
事
態
が
︑
極
め
て

「
政
治
的
」
な
問
題
に
映
っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
想
定
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
本
稿
は
︑
天
心
に
よ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
計
画
が
構
想
さ
れ
る

背
景
と
し
て
の
︑
植
民
地
統
治
下
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興

運
動
の
経
緯
を
整
理
す
る
に
留
め
る
も
の
と
す
る
︒
そ
の
天
心
の
具
体
的
な
活

動
の
経
緯
と
︑
そ
の
運
動
が
も
た
ら
し
た
影
響
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
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改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

A
nagarika D

harm
apala (1864 –1933 )

︑
本
名
はD

on D
avid H

ew
avitharane

︒

（
2
）  

こ
の
三
つ
の
区
分
は
︑
大
ま
か
に
は
︑
後
段
で
取
り
上
げ
る
︑B

isw
as (1975 ) 

の
整

理
に
対
応
す
る
︒
し
か
し
︑B

isw
as

の
議
論
は
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
当
時
の
史
料

に
よ
る
具
体
的
な
考
証
や
裏
付
け
が
十
分
で
は
な
く
︑
本
稿
で
は
︑
そ
の
見
解
に
様
々

な
修
正
を
加
え
て
い
る
︒

（
3
）  

D
harm

apala (1893 ).

（
4
）  

こ
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
特
に
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
二
三
年
に
用
い
ら
れ
た
︒
ま
た
︑

大
菩
提
協
会
の
創
設
時
の
目
的
に
は
︑「
目
的
　
中
国
︑
日
本
︑
シ
ャ
ム
︑
カ
ン
ボ
ジ
ア
︑

ビ
ル
マ
︑
セ
イ
ロ
ン
︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
︑
ネ
パ
ー
ル
︑
チ
ベ
ッ
ト
︑
ア
ラ
カ
ン
の
仏
教
諸

国
を
代
表
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
仏
教
僧
院
︑
仏
教
大
学
を
創
設
し
︑
仏
教
僧
侶
を
常

駐
さ
せ
る
こ
と
︑
仏
教
文
献
を
︑
英
語
と
イ
ン
ド
の
現
地
語
で
出
版
す
る
こ
と
︒
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
協
会
　
一
八
九
一
年
五
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
（T

he Journal of M
aha-

B
odhi Society, 1892 , V

ol. 1 , N
o. 1

）︒
な
お
︑
大
菩
提
協
会
の
活
動
の
拠
点
は
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
で
あ
っ
た
が
︑
機
関
誌
発
行
な
ど
の
本
部
は
︑
一
八
九
二
年
よ
り
カ
ル
カ
ッ
タ
に
置

か
れ
︑
財
政
上
の
理
由
か
ら
︑
一
九
〇
五
年
に
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
に
移
転
す
る
︒

（
5
）  

た
と
え
ば
「
ダ
ン
マ
パ
ラ
氏
来
る
」『
通
俗
仏
教
新
聞
』(

一
九
〇
二
年
五
月
二
十
四

日)

︑「
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
氏
の
不
評
判
」『
中
外
日
報
』（
一
九
〇
二
年
七
月
二
日
）
な
ど
︒

そ
の
他
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
特
に
佐
藤
（
二
〇
〇
八
）

が
詳
し
い
︒

（
6
）  

後
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
訪
問
と
イ
ン
ド
社
会
と
の
交
流
に
つ
い

て
は
︑
近
年
︑
様
々
な
形
で
再
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
岡
倉
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

訪
問
に
焦
点
を
お
い
た
論
考
は
︑
こ
れ
ま
で
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
7
）  

た
と
え
ば
︑
田
中
智
学
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
思
想
的
対
応
に
つ
い
て
は
大
谷

（
二
〇
一
二
）︑
釈
興
然
の
セ
イ
ロ
ン
仏
教
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
奥
山

（
二
〇
〇
八
）
が
詳
し
い
︒

（
8
）  

岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
訪
問
と
イ
ン
ド
社
会
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
︑
近
年
︑
様
々
な

形
で
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
堀
岡
（
一
九
七
四
︑一
九
八
二
）
の
先
駆
的
研
究
に

加
え
て
︑
特
に
近
年
で
は
︑
稲
賀
（
二
〇
〇
二
︑二
〇
〇
五
︑二
〇
一
四
）
が
︑
近
代
美

術
史
上
の
評
価
を
主
軸
に
据
え
て
︑
そ
の
浩
瀚
な
資
料
の
渉
猟
を
通
し
て
︑
体
系
的
な

検
証
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
岡
倉
（
二
〇
〇
六
︑二
〇
一
三
）︑
岡
倉
登
志
・
岡
本

佳
子
・
宮
瀧
交
二
（
二
〇
一
三
）︑
岡
本
（
二
〇
〇
八
︑二
〇
一
三
︑二
〇
一
四
）
な
ど
の

多
様
な
成
果
を
通
し
て
︑
そ
の
再
評
価
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
イ
ン
ド
側
の
史

料
を
用
い
て
天
心
の
イ
ン
ド
訪
問
の
意
義
を
検
証
す
る
試
み
と
し
て
︑
拙
稿
も
参
照
さ

れ
た
い
（
外
川
︑
二
〇
一
四
a
︑
二
〇
一
四
b
）︒

（
9
）  

A
m

unugam
a (1991 ); T

he D
iary Leaves of the Late V

en. D
harm

apala, T
he M

aha-

B
odhi Journal, V

ol. 53 , N
os. 5 -8 , M

ay-A
ug, pp, 143 -145 .

（
10
）  

一
八
九
一
年
に
コ
ロ
ン
ボ
で
創
設
さ
れ
た
大
菩
提
協
会
は
︑
す
ぐ
に
そ
の
活
動
の
拠

点
を
イ
ン
ド
に
移
し
︑
翌
一
八
九
二
年
に
は
本
部
事
務
所
を
カ
ル
カ
ッ
タ
（
現
在
の
コ

ル
カ
タ
市
）
に
設
置
す
る
︒
現
在
の
イ
ン
ド
大
菩
提
協
会
の
事
務
所
も
︑
神
智
学
協
会

コ
ル
カ
タ
支
部
と
隣
り
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
︒

（
11
）  

天
心
が
イ
ン
ド
人
の
名
前
を
用
い
て
掲
載
し
た
『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
記
事

で
は
︑
こ
の
宗
教
会
議
を
「
般
若
波
羅
蜜
多
会
」（Prajna Param

ita C
onference

）
と
呼

び
︑
イ
ン
ド
側
の
委
員
長
がN

arendranath Sen

︑
連
絡
先
が2  C

reel R
ow

, C
alcutta

の

M
aha B

odhi Society

気
付
と
な
っ
て
い
た
（B

uddhist C
onference, T

he Japan T
im

es, 

D
ecem

ber 26 , 1902

）︒
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
岡
本
（
二
〇
一
三
）
の
検
証
が
詳
し

い
︒ 

（
12
）  
こ
の
年
に
大
菩
提
協
会
の
本
部
は
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
移
転
し
︑

ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ
ン
は
大
菩
提
協
会
の
カ
ル
カ
ッ
タ
支
部
長
と
な
る
︒

（
13
）  

T
he M

aha-B
odhi and the U

nited B
uddhist W

orld, July, 1902 , V
ol. X

I, N
o. 3 .
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（
14
）  
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
カ
ル
カ
ッ
タ
に
戻
る
の
は
︑
一
九
〇
四
年
四
月
（T

he M
aha-B

odhi 

and the U
nited B

uddhist W
orld, X

II, M
arch &

 A
pril, N

os. 11 -12

）︒

（
15
）  

D
harm

apala (1918 : 205 ).

（
16
）  

Indian M
irror, July 16 , 1905 .

（
17
）  

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
天
心
の
東
洋
宗
教
会
議
を
歓
迎
す
る
記
事
を
︑
い
ち
早
く
イ

ン
ド
で
記
事
に
し
た
の
は
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ

の
後
︑
天
心
に
よ
る
宗
教
会
議
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
二
転
三
転
し
︑
最
終
的
に
は
宗
教
会

議
は
中
止
に
至
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
の
記
事
を
信
じ

て
日
本
に
渡
航
し
た
僧
侶
や
学
者
が
続
出
し
︑
内
外
に
多
大
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
︒

当
初
は
天
心
の
計
画
を
好
意
的
に
取
り
上
げ
て
い
た
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
は
︑

一
連
の
騒
動
で
記
事
が
結
果
的
に
誤
報
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
編
集
サ
イ
ド
で
は
天
心

へ
の
不
信
感
も
生
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
九
〇
三
年
三
月
二
十
九
日
に
︑
京

都
の
東
本
願
寺
か
ら
の
電
文
と
し
て
︑
天
心
の
東
洋
宗
教
会
議
が
開
催
さ
れ
な
い
こ
と

を
短
い
記
事
で
伝
え
る
と
︑
そ
の
後
は
こ
の
件
に
つ
い
て
は
︑
一
切
取
り
上
げ
な
く
な

る
の
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
で
︑
天
心
の
名
前
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る

が
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
恐
ら
く
は
三
年
前
の
騒
動
が
影
を
落
と
し
て
い
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
︒

（
18
）  

と
り
わ
け
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
と
日
本
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
哲

朗
の
『
大
ア
ジ
ア
思
想
活
劇
─
─
仏
教
が
結
ん
だ
︑
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
史
─
─
』

（
二
〇
〇
八
）
が
︑
当
時
の
日
本
の
様
々
な
史
料
を
渉
猟
し
て
検
証
を
行
っ
て
お
り
︑
大

変
に
示
唆
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
佐
藤
良
純
（
二
〇
一
三
）
の
『
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺

─
─
新
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
─
─
』
は
︑
新
石
器
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
︑
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
歴
史
を
広
範
な
史
料
の
検
証
を
通
し
て
︑
通
史
的
に
描
い
て
い
る
︒
本
稿
の
作

成
に
当
た
っ
て
は
︑
特
に
佐
藤
良
純
教
授
に
は
︑
貴
重
な
資
料
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
頂

い
た
︒
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
︑
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
︒

（
19
）  

こ
れ
ま
で
の
岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
で
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
は
多
い
が
︑
そ

の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
お
け
る
役
割
は
︑
部
分
的
な
評
価
に
留
ま
っ
て
い
た
︒
注

（
8
）
で
も
触
れ
た
が
︑
既
存
の
研
究
で
は
︑
主
に
そ
の
文
化
史
的
観
点
や
そ
の
後
の
汎

ア
ジ
ア
主
義
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
中
でB

isw
as (1975 ) 

の
論
考

は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
お
け
る
そ
の
積
極
的
な
意
義
を
評
価
す
る
見
解
と
し
て
︑

貴
重
で
あ
る
︒

（
20
）  

な
お
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
は
︑
一
九
一
〇
年
の
高
等
裁
判
所

判
決
に
よ
る
大
菩
提
協
会
の
最
終
的
な
撤
退
ま
で
続
く
の
で
︑
必
ず
し
も
天
心
の
訪
問

に
よ
る
第
三
期
が
︑
そ
の
最
終
局
面
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
具
体
的
に
は
︑

一
九
〇
三
年
の
カ
ー
ゾ
ン
総
督
の
介
入
や
一
九
〇
六
年
の
マ
ハ
ン
ト
側
の
訴
訟
が
︑
そ

の
後
の
運
動
に
転
機
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
を
訪
問
し
︑
そ
の
復
興
運
動
の
一
端
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
背
景
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
︑
特
に
一
八
九
一
年
か
ら
一
九
〇
二
年
ま
で
の
十
二
年
間
の
歴
史
を
扱
っ
て
い

る
︒
そ
の
後
の
大
菩
提
協
会
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
か
ら
の
最
終
的
な
撤
退
ま
で
の
経
緯
に
つ

い
て
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
人
と
の
交
流
の
そ
の
後
の
展
開
も
含
め
て
︑
稿
を
改

め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
イ
ン
ド
民
族
運
動
と
の
連

携
を
通
し
た
大
菩
提
協
会
の
活
動
や
︑
独
立
後
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院

管
理
法
の
成
立
な
ど
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
問
題
に
関
わ
る
史
料
は
膨
大
で
あ
り
︑
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
21
）  

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史
を
検
証
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
英
領
期
に
限
定
し
て
も
︑

一
八
一
〇
年
代
の
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
踏
査
か
ら
︑
一
九
五
〇

年
代
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
管
理
委
員
会
の
創
設
ま
で
︑
膨
大
な
内
容
を
含
む
︒
た
と
え

ば
︑
仏
教
遺
跡
の
歴
史
に
関
わ
る
日
本
で
の
先
駆
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
︑
イ
ン
ド
考

古
学
の
小
西
正
捷
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
（
小
西
（
一
九
八
六
）
な
ど
）︒
本
稿
で
は
︑

既
存
の
考
古
学
︑
仏
教
史
学
︑
文
化
交
流
史
な
ど
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
特
に
英
領

期
の
植
民
地
政
府
の
行
政
史
料
や
イ
ン
ド
人
知
識
人
の
記
録
な
ど
の
イ
ン
ド
側
の
史
料

を
対
比
的
に
用
い
る
こ
と
で
︑
そ
の
検
証
を
試
み
て
い
る
︒

（
22
）  

Singh (1892 ).

（
23
）  

一
連
の
記
事
はLondon D

aily Telegraph

に
掲
載
さ
れ
︑
後
に
そ
れ
はA

rnold (1886 ) 
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に
ま
と
め
ら
れ
た
︒

（
24
）  

M
em

orial from
 certain B

uddhists of Pangoon com
plaining of the orders of the local 

authorities of G
aya directing the the rem

oval of the Japanase im
age of B

uddha out of 

the precincts of the B
uddha G

aya Tem
ple, and of the treatm

ent of the B
uddhist priests 

residing in the B
uddhist R

est-house at that place. N
os. 185 -191 , July, 1896 , Public, 

H
om

e D
epartm

ent, N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi; N

o. 21  and N
o.152 J, H

om
e 

D
epartm

ent Letter, N
o. 2046 , 9

th, N
ovem

ber, 1878 . 

そ
の
他
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史

つ
い
て
は
︑ B

arua (1931 ); B
arua (2013 ); C

opland (2004 ); C
unningham

 (1892 ); 

G
uha-T

hakurta (2004 ); T
ha M

aha B
odhi Society (1909 ); M

itra (1972 ); Singh (1892 ); 

Trevithick (1999 ; 2006 )

な
ど
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑
歴
史
的
な
係
争
の
舞
台
と
な
っ

た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
イ
ン
ド
独
立
後
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
管

理
委
員
会
に
よ
る
寺
院
境
内
の
大
改
修
に
よ
っ
て
︑
一
九
五
六
年
に
解
体
さ
れ
た
︒
そ

の
当
時
の
建
物
の
姿
は
写
真
︱
1
を
︑
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
︑
地
図
︱
1
︑
地
図
︱

2
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
25
）  

政
府
か
ら
調
査
を
依
頼
さ
れ
て
一
八
七
七
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
た
ラ
ジ
ェ
ン
ド

ラ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
は
︑
大
塔
の
改
修
を
進
め
る
ビ
ル
マ
人
に
つ
い
て
︑「
彼
ら
は
仏
教

の
真
の
歴
史
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
︑
考
古
学
と
歴
史
に
つ
い
て
全
く
の
無
垢
で
あ
る
」

と
指
摘
し
た
（M

itra 1972 : 66

）︒

（
26
）  

島
地
黙
雷
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑「
航
西
日
策
」（『
島
地
黙
雷
全
集
・
第
五
巻
』）
を

参
照
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
︑
村
上
（
二
〇
一
一
）
が
詳
し
い
︒

（
27
）  

北
畠
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
（
二
〇
〇
八
︑一
六
〇
︱
二
）
を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑

北
畠
の
生
涯
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑
神
坂
次
郎
（
一
九
九
四
）
が

詳
し
い
︒

（
28
）  

河
口
慧
海
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
河
口
（
一
九
七
八
）
を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の

生
涯
に
つ
い
て
は
︑
奥
山
（
二
〇
〇
三
）
が
詳
し
い
︒

（
29
）  

大
谷
探
検
隊
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
周
辺
の
探
索
に
つ
い
て
は
︑
上
原
（
一
九
三
七
）
の
報

告
が
詳
し
い
︒

（
30
）  

も
と
も
と
ガ
ヤ
市
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
は
祖
先
崇
拝
の
聖
地
ガ
ヤ
が
巡

礼
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
イ
ン
ド
で
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
再
認
識
の
経
緯
は
︑

稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
31
）  

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
生
涯
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
運
動
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

仏
教
と
規
定
し
たO

beyesekere (1972 )

や
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ

（
二
〇
〇
二
︑三
〇
五
︱
三
六
二
）︑
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
（
二
〇
〇
五
︑二
八
八
︱
三
二
八
）

の
古
典
的
研
究
に
始
ま
り
︑
多
岐
に
渡
る
︒
近
年
で
は
近
代
仏
教
へ
の
関
心
を
通
し
て
︑

日
本
で
も
様
々
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
述
べ

た
︑
大
谷
（
二
〇
一
二
）︑
奥
山
（
二
〇
〇
八
）︑
佐
藤
（
二
〇
〇
八
）
の
他
に
も
︑
遠

藤
（
二
〇
一
一
）︑
川
島
（
二
〇
〇
六
ａ
︑
二
〇
〇
六
ｂ
）︑
渋
谷
（
一
九
八
〇
︑

 

一
九
八
五
︑一
九
九
九
︑二
〇
一
〇
）︑
杉
本
（
一
九
九
五
︑二
〇
〇
三
︑二
〇
一
〇
︑

 

二
〇
一
二
）︑
鈴
木
（
一
九
九
六
︑八
一
四
︱
八
二
四
）︑
前
田
（
二
〇
〇
六
）︑
山
川

（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
優
れ
た
様
々
な
論
考
が
公
に
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
32
）  

『
伝
灯
』
第
十
六
号
︑
一
八
九
一
年
四
月
二
十
一
日
︑
十
七
︱
二
十
頁
︑「
雑
報
」『
浄

土
教
報
』
第
七
十
四
号
︑
一
九
八
一
年
六
月
五
日
︑
三
︱
六
頁
︒

（
33
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑A

sh
er (2004

)

︑C
lau

sen
 (1975

)

︑C
op

lan
d

 (2004
)

︑

K
innard (1998 )

︑Philip (1988 )

︑Trevithick (1999 )

な
ど
が
詳
し
い
︒

（
34
）  

し
か
し
︑
大
塔
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
︑
仏
教
徒
側
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
側
の
双

方
か
ら
そ
の
歴
史
的
起
源
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
︑
一
八
九
五
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
高

等
裁
判
所
の
判
決
で
も
︑
大
き
な
争
点
と
さ
れ
た
︒
そ
の
詳
細
は
︑
し
か
し
︑
稿
を
改

め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
35
）  

T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 51 , 

N
os. 5 -6 , M

ay-June, pp, 127 -134 , 1943 .
（
36
）  

T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 51 , 

N
os. 5 -6 , M

ay-June, pp. 127 -134 , 1943 ; V
ol. 51 , N

os. 7 -8 , July-A
ugust, pp. 165 -175 , 

1943 .

（
37
）  

釈
雲
照
（
一
九
七
八
︑一
五
八
︱
九
）
に
よ
れ
ば
︑「
堀
内
︑
東
海
︑
天
徳
寺
朝
日
︑
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写真―1　ビルマ・レストハウスの写真
左側の格子ガラスの窓の奥に、日本の仏像が「安置」されていた。

（Oppression and Tyranny at Buddha Gaya, The Visit of the Lieutenant 

Governor of Bengal to the temple on December 3rd, 1909. Colombo: Maha 

Bodhi Society, p.7）

写真―2　日本の仏像（阿弥陀如来坐像）
1893 年にブッダガヤ大塔に寄進された日本の仏
像。現在は、コルカタのインド大菩提協会本部事
務所に付設するダルマラージカ僧院に安置されて
いる。（2015 年 1 月、筆者撮影）

地図―1　釈興然が描いたビルマ・レストハウス
境内の外周、大塔の北西側（乾の方角）に「乾院」（住
師興然）が見られる。興然は、「去る 1 月 24 日を以て
塔の乾院なる一院に入り永く止住の道場と定めたり」
と記している。（「雑報」『浄土教報』74 号、1891 年 6 

月 5 日、三頁）

地図―2　  カニンガムの測量図に見られる
 ビルマ・レストハウス
境内の北西に記載されたビルマ・レストハウスは、実
測図に基づくため、その位置と建物の大きさがうかが
える。（Cunningham, Major-General Sir A. 1892 Mahabodhi, 
or TheGreat Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha-
Gaya, London: W.H. Allen, plate I より抜粋）

ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
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青
鹿
秀
栄
等
︑
七
名
ば
か
り
の
委
員
会
有
之
︑
議
決
は
何
分
土
地
購
入
は
さ
て
お
き
︑

年
々
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
常
在
僧
四
五
名
の
賄
い
供
養
費
︑
日
本
よ
り
参
拝
の
旅
費
入
用
に

候
間
︑
そ
の
た
め
に
印
度
仏
蹟
興
復
会
を
設
立
し
月
々
一
人
に
三
十
銭
位
の
掛
金
に
て

合
年
三
千
金
位
拠
出
し
」
と
あ
る
（
明
治
二
十
三
年
七
月
十
八
日
）︒
ま
た
︑
設
立
の
呼

び
か
け
は
︑「
雑
報
」（『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
）︑「
印
度
仏

蹟
興
復
会
に
賛
成
を
請
う
書
」（
川
合
清
丸
︑『
浄
土
教
報
』
九
十
四
号
︑
一
八
九
一
年

十
二
月
二
十
五
日
）︑
及
び
『
印
度
仏
蹟
仏
陀
伽
耶
霊
塔
図
記
』（
一
八
九
二
年
十
二
月
︑

印
度
仏
蹟
興
復
会
東
京
本
部
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
38
）  

T
he D

iary L
eaves of the L

ate V
en. D

harm
apala, pp. 165 -175 , T

he M
aha-B

odhi 

Journal, V
o. 51 , N

os. 7 -8 , July-A
ugust, 1943 . 

同
様
の
経
緯
は
︑
釈
興
然
も
伝
え
て
い

る
（「
雑
報
」『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
）︒
な
お
︑
ガ
ヤ
市
の

M
agistrate &

 C
ollector

で
あ
っ
たG

eorge A
braham

 G
rierson 

は
︑
も
と
も
と
民
族
学

者
で
あ
り
︑
後
に
言
語
調
査
局
（Linguistic Survey of India

）
の
局
長
と
な
る
︒

（
39
）  

「
雑
報
」『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
︑
及
び
川
合
清
丸
「
印

度
仏
蹟
興
復
会
に
賛
成
を
請
う
書
」『
浄
土
教
報
』
九
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
十
二
月

二
十
五
日
︒
ま
た
印
度
仏
蹟
興
復
会
は
︑
一
九
八
二
年
七
月
に
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ

ル
ド
の
講
演
会
を
東
京
愛
宕
町
青
松
寺
で
開
催
す
る
（
釈
雲
照
︑
一
九
七
八
︑二
四
七
︱

二
五
一
）︒
諸
宗
僧
侶
二
～
三
百
人
の
出
席
を
見
た
と
さ
れ
る
講
演
会
の
記
録
は
︑
ア
ー

ノ
ル
ド
（
一
八
九
二
）
に
詳
し
い
︒

（
40
）  

買
い
取
り
に
必
要
と
さ
れ
た
日
本
円
で
五
千
円
の
う
ち
︑
セ
イ
ロ
ン
に
戻
っ
た
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
が
四
千
円
︑
釈
興
然
を
通
し
て
日
本
の
仏
教
界
か
ら
は
︑
一
千
円
を
調
達
す

る
手
筈
と
な
っ
て
い
た
（「
雑
報
」『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
）︒

（
41
）  

釈
雲
照
（
一
九
七
八
︑一
三
二
︱
一
三
四
︑二
七
八
︱
二
七
九
）︑
東
元
（
一
八
八
二
）︒

日
本
の
使
節
は
︑
十
月
十
四
日
に
︑
セ
イ
ロ
ン
を
経
由
し
て
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た

（T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 53 , 

N
os. 5 -8 , M

ay-A
ug, pp. 143 -145 .

）︒

（
42
）  
T

he M
aha B

odhi Society, Its H
istory and Influence, in M

aha B
odhi Society of India, 

D
iam

ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 , C
alcutta, 1952 , pp. 66 -132 . 

こ
の
時
の
参
加

者
は
︑
日
本
か
ら
は
釈
興
然
︑
徳
沢
智
恵
蔵
︑
阿
刀
宥
乗
︑
セ
イ
ロ
ン
か
らB

hikshu 

Sum
angala

とD
harm

apala

︑
中
国
か
ら
雍
和
宮
のLam

a To-C
hiya

︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
か

らK
rishna C

handra C
how

dhury

とG
irish C

handra D
ew

an

︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
丘
陵
地
帯

か
らC

hakm
a Sub-C

hief, H
ill Tracts

とA
m

al K
han D

ew
an

︑
そ
し
て
︑
タ
イ
の
皇
太

子C
handradat

の
秘
書
︑
ビ
ル
マ
・
パ
ー
リ
ー
語
協
会
の
代
表M

oung Shoung

等
の

名
前
が
見
ら
れ
る
（T

he M
aha B

odhi Society, its H
istory and Influence, in M

aha 

B
odhi Society of India, D

iam
ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 ,C

alcutta, 1952 , pp. 66 -

132 ; T
he M

aha-bodhi Journal, A
pril, 1893 , p. 3 .

）︒

（
43
）  

こ
の
時
に
︑
徳
沢
智
恵
蔵
は
︑
西
本
願
寺
が
寺
院
を
買
収
す
る
意
思
を
マ
ハ
ン
ト
に

伝
え
る
権
限
が
自
ら
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
︑
と
述
べ
た
︒
阿
刀
宥
乗
は
︑
マ
ハ
ン
ト
が

寺
院
の
売
却
を
希
望
す
る
金
額
を
書
面
で
提
示
す
る
な
ら
ば
︑
日
本
の
す
べ
て
の
宗
派

は
そ
の
た
め
の
基
金
を
募
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
（T

he M
aha B

odhi Society, Its H
istory 

and Influence, in M
aha B

odhi Society of India, D
iam

ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 , 

C
alcutta, 1952 , pp. 66 -132 ; T

he M
aha-bodhi Journal, A

pril, 1893 , p. 3

）︒
釈
雲
照

（
一
九
七
八
︑二
五
八
︱
二
六
二
︑二
七
八
︱
二
七
九
）
に
よ
れ
ば
︑
基
金
は
︑
西
京
の
諸

本
山
か
ら
毎
年
一
千
円
︑
ま
た
︑
発
起
人
協
賛
者
の
斡
旋
に
よ
っ
て
二
千
円
を
募
集
し
︑

そ
の
う
ち
一
千
円
は
年
々
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
修
行
に
参
籠
す
る
僧
侶
の
費
用
に
充
て
︑

別
に
二
千
円
を
積
立
て
て
十
年
後
に
二
万
円
の
基
金
と
し
︑
そ
こ
か
ら
年
に
一
千
円
の

運
用
益
を
支
出
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
︒
な
お
︑
こ
の
時
点
で
は
日
蓮
宗
と
曹
洞
宗

は
︑
ま
だ
基
金
へ
の
参
加
が
検
討
中
と
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
当
初
は
日
本
人
僧
侶
三
人
以
上
︑

印
度
僧
三
人
以
上
と
浄
人
共
十
人
以
上
の
供
養
料
が
計
画
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
「
南

北
仏
教
交
通
の
た
め
に
」
必
要
な
方
法
あ
る
と
さ
れ
た
（
一
九
七
八
︑一
五
五
︱

一
五
八
）︒
そ
の
後
︑
印
度
仏
蹟
興
復
会
は
︑
一
八
九
三
年
十
二
月
に
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
来
日
に
あ
わ
せ
て
日
本
大
菩
提
会
と
改
称
さ
れ
︑
釈
雲
照
と
ダ
ル
マ
パ
ラ
ー
ラ
が

代
表
と
な
り
︑
①
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
土
地
の
買
収
︑
②
僧
侶
の
派
遣
︑
③
巡
礼
の
た
め
の

道
俗
巡
礼
会
を
作
る
︑
と
い
う
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
浄
土
教
報
』
一
六
四
号
︑
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一
八
九
三
年
十
二
月
五
日
）︒

（
44
）  

T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 51 , 

N
os. 7 -8 , July-A

ugust, pp. 165  -175 , 1943 ; V
ol. 52 , N

os. 1 -2 , January-Februay, pp. 

37 -39 , 1944
︑
及
びA

 H
indu Point of V

iew
 on the B

odha-G
aya Tem

ple, B
alindralal 

D
as, 1936 .

（
45
）  

Sangharakshita (1980 : 77 ). 

そ
の
他
︑Barua (2013 : 168 ); Trevithick (2006 : 85 ) 

な
ど
︒

（
46
）  

L
ansdow

ne C
ollection. C

orrespondence w
ith Persons in India (LC

C
PI), V

ol. 21 , 

N
ovem

ber 6 , 1891  (261 b), M
ss, E

ur, D
558 /21 , IO

R
, B

ritish Library.

（
47
）  

LC
C

PI, A
ugust 26 , 1891 , V

ol. 21 , N
ovem

ber 6 , 1891  (261 b), M
ss, E

ur, D
558 /21 , 

IO
R

, B
ritish Library.

（
48
）  

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
滞
在
中
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑佐
藤
（
二
〇
〇
八
）
が
詳
し
い
︒

（
49
）  

発
願
者
は
西
久
保
天
徳
寺
の
朝
日
秀
宏
で
︑
神
奈
川
県
三
浦
郡
の
信
徒
の
浅
葉
仁
右

衛
門
よ
り
寄
進
さ
れ
た
定
朝
作
頼
朝
公
勧
進
の
仏
像
と
さ
れ
る
︒『
浄
土
教
報
』
第

一
六
四
号
︑
一
八
九
三
年
十
二
月
五
日
︒

（
50
）  

W
. C

. M
acpherson (1896 ), Judgem

ent in the C
alcutta H

igh C
ourt, Jaipal G

ir A
nd 

O
rs. vs H

. D
harm

apala on 22 A
ugust, 1895, IL

R
 23  C

al 60 , (Indiankanoon.org/

doc/1821486 ). 

そ
の
他
︑D

. J. M
acpherson (1921 : 9 ); Sangharakshita (2014 : 90 -96 )

な
ど
︒

（
51
）  

こ
の
仏
像
は
︑
現
在
︑
イ
ン
ド
大
菩
提
協
会
の
本
部
で
あ
る
︑
コ
ル
カ
タ
の
大
菩
提

協
会
事
務
所
付
設
の
僧
院
︑
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
・
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
・
ビ
ハ
ー
ラ
の
祭
壇

に
安
置
さ
れ
て
い
る
︒
写
真
︱
2
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
52
）  

W
. C

. M
acpherson (1896 ), Judgem

ent in the C
alcutta H

igh C
ourt.

（
53
）  

写
真
︱
1
で
は
︑
左
側
の
格
子
ガ
ラ
ス
の
奥
に
︑
日
本
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
後
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
一
九
五
六
年
の
大
塔
境
内
の
大
改
修
に
伴
い

解
体
さ
れ
た
が
︑
現
在
の
大
塔
境
内
で
見
る
と
︑
北
西
に
面
す
る
外
壁
の
角
地
の
辺
り

に
立
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
54
）  

From
 C

. W
. B

olton, C
hief Secretary to the G

overnm
ent of B

engal, to the Secretary 

to the G
overnm

ent of India, H
om

e D
epartm

ent, dated 27
th, June, 1896 , N

o.21 , L/

PJ/6 /493 , File 2157 , N
o.152 J, Indian O

ffice R
ecords (IO

R
), B

ritish Library. 

（
55
）  

副
知
事
の
決
議
は
四
月
二
日
︑ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
通
達
は
九
日
付
と
な
る
︒From

 C
. 

W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 1896 .

（
56
）  

T
he M

aha-B
odhi Journal, V

ol. 5 , N
os. 1 -2 , M

ay &
 June, 1896 .

（
57
）  

『
仏
教
』
第
一
一
五
︱
一
一
七
号
︑
一
八
九
六
年
︒

（
58
）  

こ
の
記
事
の
執
筆
に
つ
い
て
『
仏
教
』
で
は
︑「
去
月
︑
吾
が
社
の
経
緯
同
人
十
数
名
︑

礫
川
の
某
所
に
会
し
︑口
角
泡
を
飛
ば
し
て
︑檄
文
を
草
し
た
る
」
と
述
べ
て
い
る
︒「
仏

陀
伽
耶
事
件
の
結
果
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
四
〇
九
︱
四
一
〇
頁
︒

（
59
）  

B
ulletin of B

urm
a R

esearch, V
ol.1 , N

o. 2 , A
utum

n
, 2003 , pp. 42 -47 , SO

A
S. 

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to restore 

the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya; Proceedings, N

os. 197 -200 , A
pril, 1901 , 

Public-A
, H

om
e D

epartm
ent, N

ational A
rchives, N

ew
 D

elhi.

（
60
）  

From
 L.M

. T
hornton, D

y. Secy to the G
overnm

ent of India, to the C
hief Secretary 

to the G
overnm

ent of B
engal, N

o. 27 -28 , L
/P

J/6 /493 , File 2157 , IO
R

, B
ritish 

Library.

（
61
）  

「
仏
陀
伽
耶
事
件
に
つ
き
て
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
三
六
三
︱

三
六
四
頁
︒

（
62
）  

Indian M
irror, A

pril 21 , 1896 .

（
63
）  

T
he B

engalee, A
pril 18 , 1896 .

（
64
）  

「
仏
陀
伽
耶
事
件
に
つ
き
て
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
三
六
三
︱

三
六
四
頁
︒
日
本
領
事
の
声
明
文
で
は
︑「
日
本
国
人
に
対
し
て
礼
を
欠
く
挙
」
で
あ
り

「
日
本
国
民
は
必
ず
や
之
を
憤
慨
す
べ
し
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
世
論
が
喚
起
さ
れ
て
い

る
︑
と
指
摘
し
て
い
る
︒

（
65
）  

From
 C

. W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 

1896 .

（
66
）  

From
 C

. W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 
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1896 .
（
67
）  

From
 H

onorary Secretary, B
ritish Indian A

ssociation, to the C
hief Secretary to the 

G
overnm

ent of B
engal, N

o. 24 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO
R

, B
ritish Library.

（
68
）  

From
 B

ankipore, T
he Secretary, D

harm
a Sabha, to the C

hief Secretary to the 

G
overnm

ent of B
engal, N

o. 29 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO
R

, B
ritish Library.

（
69
）  

Jaffrelot (1996 : 11 -19 ) 

に
よ
れ
ば
︑
一
八
七
五
年
に
創
設
さ
れ
た
ア
ー
ル
ヤ
・
サ
マ
ー

ジ
の
思
想
的
な
影
響
の
も
と
に
︑
そ
の
萌
芽
的
な
政
治
運
動
団
体
が
組
織
さ
れ
る
の
は
︑

一
九
〇
九
年
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
協
会
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
サ
バ
ー
）
が
嚆
矢
と
さ
れ
る
︒

一
八
九
七
年
の
ビ
ハ
ー
ル
で
の
「
ダ
ル
マ
・
サ
バ
ー
」
の
創
設
は
︑
そ
れ
に
先
駆
け
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

（
70
）  

そ
の
後
︑
三
月
三
十
日
に
は
︑
パ
ト
ナ
県
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒R

ai Ishw
ari Prasad

他
の
名
前
で
︑
日
本
の
仏
像
を
境
内
の
外
に
撤
去
す
る
よ
う
に
求
め
る
請
願
書
も
見
ら

れ
た
（M

em
orandum

 by the B
engal G

overnm
ent w

ith notes by M
r. J.A

. B
ourdillon. 

Letter from
 H

is H
onour M

r. J.A
. B

ourdillon, C
.I.S., A

cting Lieutenant-G
overnor of 

B
engal, dated 9

th January 1903 , C
C

IA
, Part II, p. 225 , B

ritish Library

）︒

（
71
）  

先
述
の
英
領
イ
ン
ド
協
会
の
声
明
文
で
は
︑
も
し
仏
像
の
撤
去
が
な
さ
れ
ず
︑
現
状

維
持
が
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
間
は
少
な
く
と
も
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
寺
院

と
し
て
の
使
用
は
認
め
ず
︑
宿
舎
以
外
の
目
的
で
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
述
べ
て
い
た
（L/PJ/6 /493 , File 2157 , N

o. 21

）︒
後
述
の
よ
う
に
︑
最
終
的
に
政

府
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
認
め
る
が
︑「
厳
正
に
中
立
の
立
場
」
か
ら
︑
こ
の
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
を
寺
院
と
し
て
は
認
め
ず
︑
こ
の
声
明
文
の
主
張
に
沿
っ
た
決
定
を
下
す
こ

と
に
な
る
︒

（
72
）  

次
号
の Journal of the M

aha-B
odhi Society 

に
は
︑
そ
の
詳
報
が
報
告
さ
れ
る
だ
ろ
う

と
楽
観
的
に
述
べ
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
そ
の
裁
定
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
意
図
し
て

い
た
形
と
は
程
遠
い
も
の
と
な
っ
た
︒
最
終
的
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
退
去
が
確
定

し
た
一
九
一
〇
年
四
月
に
は
︑
仏
像
の
寄
贈
を
受
け
た
一
九
八
三
年
以
来
︑
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
で
の
運
動
に
日
本
か
ら
の
支
援
が
ま
っ
た
く
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

は
失
望
を
隠
さ
な
か
っ
た
︒T

he Japanese Im
age of B

uddha, T
he M

aha-B
odhi Society 

and the U
nited B

uddhist W
orld, V

ol. X
V

III, N
o. 4 , A

pril, 1909 .

（
73
）  

「
仏
陀
伽
耶
事
件
に
つ
き
て
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
三
六
三
︱

三
六
四
頁
︒
な
お
︑
本
稿
で
は
︑『
仏
教
』
な
ど
の
旧
仮
名
遣
い
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑

適
宜
︑
新
仮
名
遣
い
を
補
い
︑
文
意
を
取
り
や
す
く
し
た
︒

（
74
）  

B
ulletin of B

urm
a Research, V

ol. 1 , N
o. 2 , A

utum
, 2003 , SO

A
S.

（
75
）  

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to 

restore the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya.

（
76
）  

M
ay 5

th, 1897 , Letter to M
rs. B

ull, T
he C

om
plete W

orks of Sw
am

i V
ivekananda, V

ol. 7 , 

pp. 505 -6 .  

こ
の
傾
向
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
を
め
ぐ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
反
発
の

高
ま
り
と
と
も
に
顕
著
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
ピ
ア
リ
・
モ
ホ

ン
と
の
関
わ
り
も
含
め
て
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
77
）  

From
 C

. W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 

1896 .

（
78
）  

ち
な
み
に
︑
一
八
九
一
年
十
月
の
国
際
仏
教
会
議
に
参
加
し
た
徳
沢
智
恵
蔵
は
︑
す

で
に
こ
の
時
点
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
そ
の
も
の
の
取
得
で
は

な
く
︑
境
内
周
辺
の
地
所
の
取
得
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
不
満
を
述
べ
て

い
る
（
徳
沢
智
恵
蔵
「
仏
陀
伽
耶
に
就
て
の
書
簡
」『
伝
道
会
雑
誌
」
四
十
九
（
九
）︑

一
八
九
七
年
︑
三
十
三
︱
三
十
五
頁
）︒
そ
の
た
め
︑
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
へ
と
傾
く
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ
の
方
針
転
換
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
な
お
解
明
の
余
地
が
あ
る
︒

（
79
）  

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to 

restore the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya.

（
80
）  

R
eport and Proceedings of a C

om
m

ission to B
udha-G

aya, Saroda C
haran M

itra &
 

H
apaprasad Sastri, June 13

th, 1903 , C
alcutta, M

ss, E
ur, F111 /242 , C

urzon C
ollection, 

B
ritish Library.

（
81
）  

M
em

orandum
 by the B

engal G
overnm

ent w
ith notes by M

r. J.A
. B

ourdillon. Letter 

from
 H

is H
onour M

r. J.A
. B

ourdillon, C
.I.S., A

cting Lieutenant-G
overnor of B

engal, 
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dated 9
th January 1903 ; C

urzon C
ollection, Indian A

rchaeology (C
C

IA
), Part II, p. 

225 , M
ss, E

ur, F111 /620 , 1899 -1905 , B
ritish Library; L/PJ/6 /493 , File 2157 , N

o.27 -

28 , IO
R

, B
ritish Library.

（
82
）  

そ
の
後
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
の
こ
れ
ま
で
の
係
争
の
経
緯
を
ま
と
め
た
副
知
事
代
行

ボ
ー
デ
ィ
ロ
ン
の
報
告
に
基
づ
き
︑
カ
ー
ゾ
ン
総
督
は
︑
過
去
の
経
緯
や
寺
院
問
題
へ

の
法
令
の
適
用
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
︑
議
論
を
重
ね
て
ゆ
く
︒
そ
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
別
稿
で
譲
り
︑
こ
こ
で
は
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
問
題
を
中
心
に
見
て
ゆ

き
た
い
︒

（
83
）  

From
 H

. D
harm

apala, to the Private Secretary to H
is H

onour Sir A
lexander 

M
aC

kenzie, N
o.25 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO

R
, B

ritish Library.

（
84
）  

T
he Journal of M

aha-B
odhi Society, 1892 , V

ol.1 , N
o. 1 .

（
85
）  

From
 H

. D
harm

apala, to the Private Secretary to H
is H

ouner Sir A
lexander 

M
aC

kenzie; From
 C

. E
. A

. W
. O

ldham
, to the C

om
m

issioner of the Patha D
ivision. 

（
86
）  

N
os. 77  to 93  and K

. W
. (N

. P.), Proceedings, Septem
ber Public, 1897 , H

om
e 

D
epartm

ent, N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi.

（
87
）  

From
 J. A

. B
ourdillon, to the C

hief Secretary to the G
overnm

ent of B
engal.

（
88
）  

そ
の
直
接
的
な
理
由
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
領
主
的
地
主
で
あ
る
マ
ハ
ン
ト
と
政
府
と

の
地
所
契
約
の
経
緯
か
ら
︑
政
府
が
リ
ー
ス
し
た
土
地
を
改
め
て
大
菩
提
協
会
に
リ
ー

ス
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
た
め
︑
と
さ
れ
る
︒

（
89
）  

From
 J. A

. B
ourdillon, to the C

hief Secretary to the G
overnm

ent of B
engal.

に
よ
れ

ば
︑
こ
の
計
画
は
︑
も
と
も
と
は
県
長
官
サ
ベ
ー
ジ
に
よ
る
発
案
で
あ
り
︑
一
八
九
六

年
九
月
に
は
当
局
で
検
討
さ
れ
て
い
た
︒

（
90
）  

M
em

orandum
 by the B

engal G
overnm

ent w
ith notes by M

r. J. A
. B

ourdillon. 

Letter from
 H

is H
onour M

r. J. A
. B

ourdillon, C
. I. S., A

cting Lieutenant-G
overnor of 

B
engal, dated 9

th January 1903 , C
C

IA
, Part II, p. 225 , B

ritish Library.

（
91
）  

N
os. 77  to 93  and K

. W
. (N

. P.), Proceedings, Septem
ber Public, 1897 .

（
92
）  

N
os. 77  to 93  and K

. W
. (N

. P.), Proceedings, Septem
ber Public, 1897 .

（
93
）  

Letter from
 R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, to E
. L. L. H

am
m

ond, E
sq., dated 10

th, 

A
ugust, 1903 , regarding M

ahanth, C
C

IA
, p. 291 -292 , B

ritish Library. 

こ
の
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
か
ら
の
仏
像
の
撤
去
の
問
題
は
︑
最
終
的
に
は
一
九
〇
六
年
の
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る

訴
訟
で
実
行
に
移
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
94
）  

T
he Japanese Im

age of B
uddha, T

he M
aha-B

odhi and the U
nited B

uddhist W
orld, 

N
o. 4 , A

pril, 1909 , pp. 446 -447  

な
ど
︒

（
95
）  

「
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」
と
い
う
名
称
は
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
の
混
同
を
避

け
る
た
め
に
︑
本
稿
で
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
︒
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
︑
ガ

ヤ
県
行
政
庁
は
︑そ
の
名
称
を B

uddhist R
est-H

ouse at B
odh-G

aya 

と
し
︑ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
は
こ
れ
を
︑M

aha-B
odhi D

harm
asala at B

uddha-G
aya 

と
呼
ん
だ
︒D

harm
asala 

と

は
︑
一
般
に
︑
巡
礼
者
の
宿
泊
施
設
を
さ
し
︑
僧
侶
が
滞
在
し
︑
仏
像
を
安
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
こ
の D

harm
asala 

に
︑
大
菩
提
協
会
が
指
名
す
る

僧
侶
を
常
駐
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
が
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
最

終
的
に
県
当
局
が
建
設
し
︑
そ
の
運
営
も
政
府
が
監
督
す
る
こ
と
に
な
り
︑
当
局
は
僧

侶
の
常
駐
を
認
め
な
か
っ
た
（T

he A
nagarika D

harm
apala

ʼs Services to the C
ause of 

the B
uddha Sasana from

 1882  to 1933 . in T
he M

aha B
odhi, pp.45 -49 , V

ol. 121 , N
o.1 , 

Septem
ber 2014 , M

aha B
odhi Society of India, K

olkata.

）︒
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
現

在
の
名
称
は
︑M

aha B
odhi Society of India-B

uddhagaya C
entre

と
な
っ
て
い
る
︒
ま

た
︑
そ
の
他
に
も
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
は
︑
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
庭
園
の
一
角
に
ビ
ル
マ
王
が

建
立
し
た
︑B

ig B
radari G

uest H
ouse

と
呼
ば
れ
る
︑
仏
教
徒
の
巡
礼
者
の
た
め
の
三

部
屋
か
ら
な
る
平
屋
の
大
き
な
宿
泊
施
設
が
あ
り
︑
こ
れ
は
現
存
す
る
︒
ま
た
︑
か
つ

て
は
︑
政
府
の
巡
視
官
が
滞
在
す
る
た
め
の
ダ
ー
ク
バ
ン
ガ
ロ
ウ
（D

ak-B
ungalow

）

と
呼
ば
れ
る
宿
舎
が
寺
院
近
く
に
あ
り
︑
し
ば
し
ば
巡
礼
者
も
利
用
し
た
︒

（
96
）  

N
o. 7 -C

, M
arch 14 , 1902 , R

epresentation from
 the B

udhist C
om

m
unities of 

M
andalay and R

angoon regarding the m
anagem

ent of the B
udha-G

aya tem
ple and 

certain other m
atters, Septem

ber 1902 , N
o. 9 , Public-D

eposit, H
om

e D
epartm

ent, 
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N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi.

（
97
）  

C
on

fiden
tial, N

o. 2815 , A
pril 10

th, 1901 , in
 M

em
orials from

 the B
uddhist 

C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to restore the B
uddhist shrines at 

B
uddha G

aya, Proceedings, N
os. 197 -200 , A

pril, 1901 , Public-A
, H

om
e D

epartm
ent, 

N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi.

（
98
）  

T
he A

nagarika D
harm

apala

ʼs Services to the C
ause of the B

uddha Sasana from
 

1882  to 1933 , in T
he M

aha B
odhi, pp.45 -49 , V

ol. 121 , N
o. 1 , Septem

ber 2014 , M
aha 

B
odhi Society of India, K

olkata. 

こ
の
時
に
︑
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ウ
ッ
ド
バ
ー
ン
は
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
の
視
察
に
訪
れ
て
建
設
を
承
認
し
︑
ビ
ル
マ
の
仏
教
徒
の
基
金
が
大
菩
提
協
会

を
通
し
て
県
当
局
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る
︒

（
99
）  

D
em

i-official, A
pril 8

th, 1902 , R
epresentation from

 the B
udhist C

om
m

unities of 

M
andalay and R

angoon regarding the m
anagem

ent of the B
udha-G

aya tem
ple and 

certain other m
atters, Septem

ber 1902 , N
o. 9 , Public-D

eposit, H
om

e D
epartm

ent, 

N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi. 

（
100
）  

Letter from
 Srim

ahant K
rishna D

ayal G
ir, to R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, dated 

20
th, O

ctober, 1903 , C
C

IA
, p. 315 -320 , B

ritish Library. 

そ
れ
が
過
剰
反
応
だ
と
す
る

政
府
の
見
解
に
つ
い
て
は
︑Letter from

 M
r. J. A

. B
ourdillon, dated 11

th A
ugust, 1903 , 

C
C

IA
, p. 289 -291 , B

ritish Library. 

な
ど
︒

（
101
）  

Letter from
 R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, dated 10
th A

ugust 1903 . C
C

IA
, pp. 291 -

292 , B
ritish Library.

（
102
）  

Letter from
 Srim

ahant K
rishna D

ayal G
ir, to R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, dated 

20
th O

ctober, 1903 , C
C

IA
, p. 315 -320 , B

ritish Library.

（
103
）  

From
 R

ai Issen C
hunder M

itter B
ahadur, to the C

hief Secretary to the G
overnm

ent 

of B
engal, N

o. 24 , N
o. 44 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO

R
, B

ritish Library. 

し
か
し
マ
ハ

ン
ト
は
︑
県
当
局
が
マ
ハ
ン
ト
の
意
向
を
「
無
視
し
て
」
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
土

地
の
提
供
を
承
諾
し
た
も
の
と
し
て
︑
後
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
（Letter from

 

Srim
ahant K

rishna D
ayal G

ir, to R
aja Peary M

ohun M
ukherjea, dated 20 th, O

ctober, 

1903 , C
C

IA
, p. 315 -320 , B

ritish Library

）︒

（
104
）  

M
em

orandum
 by the B

engal G
overnm

ent w
ith notes by M

r. J. A
. B

ourdillon. 

Letter from
 H

is H
onour M

r. J. A
. B

ourdillon, C
. I. S., A

cting Lieutenant-G
overnor of 

B
engal, dated 9

th January 1903 , C
C

IA
, Part II, p. 226 , B

ritish Library.

（
105
）  

T
he M

aha B
odhi Society, Its H

istory and Influence, in M
aha B

odhi Society of India, 

D
iam

ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 , C
alcutta, 1952 , pp. 66 -132 .

（
106
）  

こ
の
一
九
〇
一
年
の
石
碑
の
銘
文
は
︑
大
菩
提
協
会
と
県
当
局
と
で
文
案
が
検
討
さ

れ
た
が
︑
最
終
的
に
そ
の
合
意
を
見
る
の
は
一
九
一
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
︒

一
九
一
〇
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
で
の
判
決
を
踏
ま
え
る
な
ど
︑
実
際
に
石
碑

が
建
立
さ
れ
る
ま
で
に
は
︑
相
当
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
分
か
る
（T

he M
aha-B

odhi 

and the U
nited B

uddhist W
orld, V

ol. X
X

II, January, pp. 28 -29

）

（
107
）  

T
he M

aha-B
odhi and the U

nited B
uddhist W

orld, V
ol. X

II, Septem
ber &

 O
ctober, 

1903 , N
o. 5 -6 , pp.44 -45 ; N

ovem
ber &

 D
ecem

ber, N
os.7 -8 , pp. 67 .  

ガ
ヤ
県
行

政
庁
は
︑
そ
の
名
称
を
︑B

uddhist R
est-H

ouse at B
odh-G

aya

と
し
︑
最
終
的
に

一
万
五
四
〇
三
Rs
が
基
金
と
し
て
大
菩
提
協
会
か
ら
支
出
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
な

お
︑
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
独
立
後
に
イ
ン
ド
大
菩
提
協
会
の
管
理
に
置
か
れ
る
こ

と
で
︑
祭
壇
も
設
け
ら
れ
︑
現
在
で
は
僧
院
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒

（
108
）  

N
otes by H

is E
xcellency the V

iceroy on certain m
atte concerned w

ith the B
udhist 

com
m

unity of B
urm

a, February, 1902 , N
o. 21 , D

eposit, H
om

e departm
ent; D

em
i-

official, A
pril 8

th, 1902 , representation from
 the B

udhist com
m

unities of M
andalay 

and R
angoon regarding the m

anagem
ent of the B

udha-G
aya tem

ple and certain other 

m
atters, Septem

ber 1902 , N
o. 9 , Public-D

eposit, H
om

e departm
ent, N

ational 

A
rchives, N

ew
 D

elhi.
（
109
）  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
県
長
官
サ
ベ
ー
ジ
が
新
た
な
施
設
を
検
討
し
た
一
八
九
六
年

九
月
の
段
階
か
ら
︑
そ
の
使
用
目
的
と
し
て
︑
巡
礼
者
の
宿
泊
と
あ
わ
せ
て
︑
日
本
の

仏
像
の
安
置
と
二
名
の
仏
教
僧
の
常
駐
が
想
定
さ
れ
て
い
た
（L/PJ/6 /493 , File 2157 , 

N
o. 34 -35 , IO

R
, B

ritish Library.

）︒
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（
110
）  
一
九
〇
六
年
九
月
に
マ
ハ
ン
ト
は
︑
改
め
て
日
本
の
仏
像
の
撤
去
を
求
め
る
訴
訟
を

起
こ
す
が
︑
こ
の
時
に
仏
像
撤
去
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
︑
や
は
り
一
八
九
六
年
五
月

二
十
六
日
の
︑
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
現
状
の
ま
ま
と
し
︑
寺
院
へ
の
改
変
を
認
め
な
い
と

す
る
政
府
の
通
達
で
あ
っ
た
（T

he H
indu M

ahant of B
uddha G

aya on the W
ar Path, 

T
he M

aha-B
odhi Journal, V

ol. X
IV, O

ctober, N
o. 10 , 1906 , pp. 154 -157

）︒

（
111
）  

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to 

restore the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya, Proceedings, N

os. 197 -200 , A
pril, 1901 , 

Public-A
, H

om
e D

epartm
ent, N

ational A
rchives, N

ew
 D

elhi.

（
112
）  

L/PJ/6 /493 , File 2157 , N
o. 21 , 22 , and 23 , dated 27

th, June, July 9
th and 6

th 1986 , 

IO
R

, B
ritish Library.

（
113
）  

G
hosh (1989 ).

（
114
）  

Tagore (1938 ). 

こ
の
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
の
記
述
の
再
検
証
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
で

考
察
す
る
予
定
で
あ
る
︒

（
115
）  

『
中
外
日
報
』
一
九
〇
二
年
七
月
十
三
日
︒
そ
の
他
︑「
織
田
得
能
師
の
印
度
観
察
談
」

（『
伝
灯
』
第
二
六
六
号
︑一
九
〇
二
年
七
月
二
十
八
日
）︑「
印
度
仏
陀
伽
耶
参
拝
記
（
一
）

～
（
二
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
七
月
三
︱
四
日
）
な
ど
︒
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エ
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ィ
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一
八
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印
度
仏
蹟
興
復
に
関
す
る
意
見
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外
山
義
文
訳
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鴻
盟
社
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稲
賀
繁
美

二
〇
〇
二
年
「
岡
倉
天
心
と
イ
ン
ド
─
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越
境
す
る
近
代
国
民
意
識
と
汎
ア
ジ
ア
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イ
デ

オ
ロ
ギ
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の
帰
趨
─
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モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
編
『
越
境
す
る
想
像
力
』
人
文
書
院
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七
十
六
︱
一
〇
二
頁
︒

二
〇
〇
五
年
「
シ
ス
タ
ー
・
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
と
岡
倉
天
心
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
﹃
母
な

る
カ
ー
リ
ー
﹄︑﹃
イ
ン
ド
生
活
の
経
緯
﹄
と
美
術
批
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の
周
辺
─
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天
心
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イ
ン
ド
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の

著
作
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な
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井
波
律
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井
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編
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け
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越
境
と
混
淆
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究
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と
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
出
会
い
と
別
離
─
─
」
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
・
岡
倉
天
心
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研
究
班
編
著
『
岡
倉
天
心
─
─
伝
統
と
革
新
─
─
』
六
十
五
︱
八
十
三
頁
︒

奥
山
直
司

二
〇
〇
三
年
『
評
伝
・
河
口
慧
海
』
中
央
公
論
新
社
︒

二
〇
〇
八
年
「
日
本
仏
教
と
セ
イ
ロ
ン
仏
教
と
の
出
会
い
─
─
釈
興
然
の
留
学
を
中
心
に

─
─
」『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
』
第
二
巻
︑
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
人
文
学
国
際
研

究
セ
ン
タ
ー
︑
二
十
三
︱
三
十
六
頁
︒

河
口
慧
海

一
九
七
八
年
『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』
一
～
五
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︒

川
島
耕
司

二
〇
〇
六
年
a
「
文
明
化
へ
の
眼
差
し
─
─
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
キ
リ
ス

ト
教
─
─
」
杉
本
良
男
編
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
明
化
の
人
類
学
的
研
究
』
国
立
民
族
学
博

物
館
︒

二
〇
〇
六
年
b
『
ス
リ
ラ
ン
カ
と
民
族
─
─
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
と
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
─
─
』
明
石
書
店
︒

神
坂
次
郎

一
九
九
四
年
『
天
鼓
鳴
り
や
ま
ず
─
─
北
畠
道
龍
の
生
涯
─
─
』
中
公
文
庫
︒

春
日
井
真
也

一
九
七
一
年
「
イ
ン
ド
と
日
本
（
四
）
─
─
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
一
）
─
─
」『
佛
教

大
学
研
究
紀
要
』
五
十
五
号
︒ 

一
九
七
二
年
「
イ
ン
ド
と
日
本
（
五
）
─
─
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
二
）
─
─
」『
佛
教

大
学
研
究
紀
要
』
五
十
六
号
︒

木
村
日
記

一
九
三
九
年
「
佛
陀
成
道
の
霊
地
佛
陀
伽
耶
と
其
復
古
運
動
」『
日
印
協
會
會
報
』
六
十
七

号
︑
十
六
︱
二
十
三
頁
︒

小
西
正
捷

一
九
八
六
年
「﹁
金
耳
国
﹂
と
は
ど
こ
か
」『
ベ
ン
ガ
ル
歴
史
風
土
記
』
法
政
大
学
出
版
局
︒

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
︑
Ｒ

二
〇
〇
五
年
『
イ
ン
ド
・
ス
リ
ラ
ン
カ
上
座
仏
教
史
─
─
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
の
社
会
─
─
』

森
祖
道
・
山
川
一
成
訳
︑
春
秋
社
︒

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
︑  

Ｒ
︑
Ｇ
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ

二
〇
〇
二
年
『
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
』
島
岩
訳
︑
法
蔵
館
︒

佐
藤
哲
朗

二
〇
〇
八
年
『
大
ア
ジ
ア
思
想
活
劇
─
─
仏
教
が
結
ん
だ
︑
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
史
─
─
』

サ
ン
ガ
︒

佐
藤
良
純

二
〇
一
三
年
『
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
─
─
新
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
─
─
』
山
喜
房

佛
書
林
︒

サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
タ
︑
ビ
ク
シ
ュ

一
九
六
三
年
『
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
生
涯
』
藤
吉
慈
海
訳
︑
樹
昌
院
︑
仏
教
文
化
叢
書
・
第

三
巻
（
原
題 A

nagarika D
harm

apala : A
 biographical sketch, C

alcutta: M
ahabodhi Society 

of India, 1956 .

）︒

澁
谷
利
雄

一
九
八
〇
年
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
復
興
運
動
と
日
本
─
─
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
思
想
の
分
析
を
中
心
に
し
て
─
─
」
長
崎
暢
子
編
『
南
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
と
日
本
』

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
︒

一
九
八
五
年
「
ス
リ
ラ
ン
カ
民
族
問
題
の
歴
史
的
背
景
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化

研
究
』
三
十
号
︑
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
︑
一
〇
九
︱

一
二
八
頁
︒

一
九
九
九
年
「
コ
ロ
ン
ボ
の
ウ
ェ
サ
ッ
ク
祭
と
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」『
社
会
科

学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四
十
号
︑
国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
研
究
所
︑
九
十
一
︱
一
一
〇
頁
︒ 

二
〇
一
〇
年
『
ス
リ
ラ
ン
カ
現
代
誌
─
─
揺
れ
る
紛
争
︑
融
和
す
る
暮
ら
し
と
文
化
─
─
』

彩
流
社
︒

釈
雲
照

一
九
七
八
年
『
釋
雲
照
』
草
繫
全
宜
著
・
徳
教
会
・
大
正
二
︱
三
年
刊
の
複
製
︑
東
洋
書
院
︒
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島
地
黙
雷

一
九
八
七
年
「
航
西
日
策
」『
島
地
黙
雷
全
集
・
第
五
巻
』
本
願
寺
出
版
部
︑
十
九
︱

一
一
四
頁
︒

杉
本
良
男

一
九
九
五
年「
民
族
宗
教
と
国
民
宗
教
─
─
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
宗
教
・
民
族
問
題
─
─
」

杉
本
良
男
編
『
宗
教
・
民
族
・
伝
統
─
─
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
的
考
察
─
─
』
南
山
大
学
人

類
学
研
究
所
︒

二
〇
〇
三
年
「
儀
礼
の
受
難
─
─
楞
伽
島
奇
談
─
─
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

二
十
七
（
四
）︑
六
一
五
︱
六
八
一
頁
︒

二
〇
一
〇
年
「
比
較
に
よ
る
真
理
の
追
求
─
─
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
マ
ダ
ム
・
ブ
ラ

ヴ
ァ
ッ
キ
ー
─
─
」『
人
類
学
的
比
較
再
考
』
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
九
十
︑

一
七
三
︱
二
二
六
頁
︒

二
〇
一
二
年
「
四
海
同
胞
か
ら
民
族
主
義
へ
─
─
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
流

転
の
生
涯
─
─
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
三
十
六
（
三
）︑二
八
五
︱
三
五
二
頁
︒

鈴
木
正
崇

一
九
九
六
年
『
ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教
と
社
会
─
─
文
化
人
類
学
的
考
察
─
─
』
春
秋
社
︒

外
川
昌
彦

二
〇
一
四
年
a
「
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
岡
倉
天
心
─
─
一
九
〇
二
年
の
英
領
イ
ン
ド

に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
─
─
」『
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
十
五
号
︑

三
十
一
︱
四
十
四
頁
︒

二
〇
一
四
年
b
「
岡
倉
天
心
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
交
流
─
─
日
印
文
化
交
流
の

源
流
─
─
」（
一
）
～
（
四
）『
不
滅
の
言
葉
』
五
︑七
︑九
︑十
一
月
号
︑V

ol. 55 , N
o. 3 -6

︑

日
本
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
協
会
︑
六
十
八
︱
七
十
七
頁
︑
二
十
三
︱
二
十
九
頁
︑
二
十
二
︱

二
十
六
頁
︑
三
十
五
︱
三
十
八
頁
︒

東
元
慶
喜

一
九
八
二
年
「
釈
尊
正
風
会
の
ひ
と
び
と
」『
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
十
号
︑

五
十
一
︱
六
十
一
頁
︒

藤
井
慈
海

一
九
九
一
年
『
イ
ン
ド
・
タ
イ
の
仏
教
』
興
英
文
化
社
︒

堀
岡
弥
寿
子

一
九
七
四
年
『
岡
倉
天
心
─
─
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
─
─
』
吉
川
弘
文
館
︒

一
九
八
二
年
『
岡
倉
天
心
考
』
吉
川
弘
文
館
︒

前
田
惠
學

二
〇
〇
六
年
『
現
代
ス
リ
ラ
ン
カ
の
上
座
仏
教
』
山
喜
房
佛
書
林
︒

村
上
譲

二
〇
一
一
年
『
島
地
黙
雷
伝
─
─
剣
を
帯
し
た
異
端
の
聖
─
─
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

山
川
一
成

二
〇
〇
〇
年
「
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
日
本
─
─
第
一
回
・
第
二
回
の
訪
日

に
つ
い
て
─
─
」『
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
』
第
十
四
号
︑
四
十
三
︱
五
十
二
頁
︒

付
記

　
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
︑
稲
賀
繁
美
先
生
︑
佐
藤
良
純
先
生
︑
中
里
成
章
先
生
︑
山
口
静

一
先
生
に
は
︑
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
︒
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
匿
名
の
査
読
者
を

含
め
て
︑
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
す
︒

　
な
お
︑
本
論
文
に
お
い
て
は
︑
引
用
に
際
し
︑
読
み
易
さ
を
考
慮
し
︑
旧
仮
名
遣
い
を
現

代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
ほ
か
︑
適
宜
句
読
点
を
補
う
︑
一
部
の
漢
字
を
仮
名
に
ひ
ら
く
な
ど

の
処
置
を
施
し
た
︒
漢
字
に
つ
い
て
も
︑
本
文
同
様
︑
新
字
体
に
統
一
し
た
︒
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舌
診
は
重
症
の
傷
寒
病
を
診
察
す
る
中
で
生
ま
れ
た
診
察
方
法
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
正
常
な
舌
象
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
舌
診
が
初
め
て
使
わ
れ
て

か
ら
三
百
年
位
経
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
︒
正
常
な
舌
の
状
態
に
つ

い
て
の
認
識
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
先
人
の
舌
診
の
実
践
と
思
考
を
再

現
し
︑
舌
診
に
込
め
ら
れ
た
深
い
意
味
合
い
を
さ
ら
に
よ
く
理
解
す
る
こ
と

で
あ
り
︑
同
時
に
︑
未
だ
解
決
で
き
て
お
ら
ず
︑
今
な
お
存
在
す
る
問
題
を

発
見
す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

　
本
研
究
は
︑『
中
国
中
医
古
籍
総
目
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
診
法
書
︑『
景

印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
中
の
医
書
︑『
中
華
医
典
』（
第
五
版
︑
古
医
籍

一
一
五
六
部
か
ら
成
る
）︑『
中
国
医
学
大
成
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』︑『
中

国
科
学
技
術
典
籍
通
彙
』︑『
臨
床
漢
方
診
断
学
叢
書
』︑『
和
刻
漢
籍
医
書
集

成
』
な
ど
を
基
本
資
料
と
し
て
行
っ
た
︒

　

一
、
正
常
な
舌
象
の
認
識
過
程

　
中
国
の
古
代
の
︑
正
常
な
舌
象
に
関
す
る
認
識
は
︑
傷
寒
病
患
者
を
対
象

と
す
る
段
階
と
︑
正
常
な
人
を
対
象
と
す
る
段
階
と
い
う
二
段
階
に
大
き
く

分
け
ら
れ
る
︒

（
一
）
傷
寒
病
患
者
を
対
象
と
し
た
正
常
な
舌
象
の
認
識

　
こ
れ
は
正
常
な
舌
象
の
認
識
の
第
一
段
階
で
あ
る
︒
こ
の
段
階
で
は
観
察

の
対
象
は
傷
寒
病
の
患
者
で
あ
り
︑
こ
の
場
合
︑
異
常
な
舌
象
の
変
化
を
観

察
す
る
こ
と
を
通
し
て
正
常
な
舌
象
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
︒

　『
素
問
』
の
「
熱
論
篇
」︑「
刺
熱
篇（

1
）

」
と
『
霊
枢
』
の
「
熱
病
篇（

2
）

」
に
は
す

で
に
︑
熱
病
の
時
に
は
舌
は
乾
き
︑
舌
の
上
が
黄
色
く
な
り
︑
舌
が
た
だ
れ

正
常
な
舌
象
の
歴
史
的
な
認
識
過
程
と
そ
の
問
題
の
検
討

梁
　
　
嶸

研
究
ノ
ー
ト
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る
と
い
う
記
載
が
あ
る
︒

　『
傷
寒
論（

3
）

』
に
は
︑
傷
寒
病
の
時
に
出
現
す
る
「
舌
上
胎
」︑「
舌
上
白
胎
」︑

「
舌
上
如
胎
」︑「
舌
上
白
胎
滑
」
等
の
記
録
が
あ
る
︒

　
最
初
に
傷
寒
病
の
舌
苔
の
変
化
の
分
析
を
行
っ
た
の
は
︑
金
代
の
成
無
己

で
あ
る
︒
彼
は
『
傷
寒
明
理
論（

4
）

』（
一
一
五
六
年
）
の
中
で
︑
症
状
の
鑑
別
診

断
の
角
度
か
ら
︑
五
十
例
の
症
状
を
挙
げ
て
お
り
︑
上
巻
の
第
二
十
二
例
目

の
症
状
が
「
舌
上
胎
」
で
あ
る
︒

　
成
無
己
は
症
状
の
鑑
別
診
断
を
論
説
す
る
時
︑
常
に
「
傷
寒
○
○
︑
何
以

明
之
？
」
と
い
う
形
式
で
書
い
て
い
る
︒
例
え
ば
︑「
舌
上
胎
」
の
一
つ
前
の

第
二
十
一
例
目
の
症
状
は
「
懊
憹
」
で
あ
る
が
︑
成
無
己
は
「
傷
寒
懊
憹
︑

何
以
明
之
？
懊
者
︑
懊
悩
之
懊
︒
憹
者
︑
鬱
悶
之
貌
︑
即
心
中
懊
懊
悩
悩
煩

煩
憹
憹
︑
鬱
鬱
然
不
舒
暢
︑
憒
憒
然
無
奈
︑
比
之
煩
悶
而
甚
者
」（
傷
寒
の
懊

憹
と
は
︑
何
を
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
る
や
︒
懊
は
懊
悩
の
懊
な
り
︒
憹
は
鬱
悶
の

貌
な
り
︒
即
ち
心
中
懊
懊
悩
悩
し
︑
煩
煩
憹
憹
し
︑
鬱
鬱
然
と
し
て
舒
暢
せ
ず
︑
憒

憒
然
と
し
て
い
か
ん
と
も
す
る
な
し
︒
之
を
煩
悶
に
比
ぶ
る
も
甚
だ
し
き
者
な
り
）

と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑「
舌
上
胎
」
の
一
つ
後
の
第
二
十
三
例
目
の
症
状
は

「
衄
血
（
じ
っ
け
つ
）」
で
あ
る
が
︑
彼
は
︑「
傷
寒
衄
血
︑
何
以
明
之
？
鼻
中

出
血
是
也
」
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑「
舌
上
胎
」
に
つ
い
て
は
︑
成
無
己
は

「
傷
寒
舌
上
胎
︑
何
以
明
之
？
舌
者
心
之
官
︑
法
応
南
方
火
︑
本
紅
而
沢
」

（
傷
寒
の
舌
上
胎
は
︑
何
を
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
る
や
︒
舌
は
心
の
官
な
り
︑
法

は
南
方
の
火
に
応
じ
︑
本
紅
に
し
て
沢
な
り
）
と
記
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
の
形

式
が
他
の
項
目
と
違
っ
て
い
る
こ
と
は
︑「
舌
上
胎
」
が
一
つ
の
新
し
い
症
状

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　
中
医
が
新
し
い
物
事
を
認
識
す
る
時
に
一
番
よ
く
用
い
る
方
法
は
︑
す
で

に
分
か
っ
て
い
る
知
識
に
基
づ
い
て
未
知
の
物
事
を
検
討
す
る
や
り
方
で
あ

る
か
ら
︑
こ
の
場
合
は
︑
ま
ず
中
医
学
の
典
籍
『
黄
帝
内
経
』
の
中
の
臓
象

理
論
か
ら
そ
の
根
拠
を
探
す
必
要
が
あ
っ
た
︒
成
無
己
が
言
う
と
こ
ろ
の
︑

「
舌
者
心
之
官
︑
法
応
南
方
火
」
と
い
う
根
拠
は
︑『
霊
枢
経
』「
五
閲
五
使

篇
」
に
あ
る
「
舌
者
心
之
官
也（

5
）

」︑
な
ら
び
に
『
素
問
』「
陰
陽
応
象
大
論
篇
」

の
︑「
南
方
生
熱
︑
熱
生
火
︑
火
生
苦
︑
苦
生
心
︑
心
生
血
︑
血
生
脾
︑
心
主

舌
︒
其
在
天
為
熱
︑
在
地
為
火
︑
在
体
為
脈
︑
在
蔵
為
心
︑
在
色
為
赤
︐

︙
︙
在
竅
為
舌
」（
南
方
は
熱
を
生
じ
︑
熱
は
火
を
生
じ
︑
火
は
苦
を
生
じ
︑
苦

は
心
を
生
じ
︑
心
は
血
を
生
じ
︑
血
は
脾
を
生
じ
︑
心
は
舌
を
主
る
︒
其
れ
天
に
在

り
て
は
熱
と
な
り
︑
地
に
在
り
て
は
火
と
な
り
︑
体
に
在
り
て
は
脈
と
な
り
︑
蔵
に

在
り
て
は
心
と
な
り
︑
色
に
在
り
て
は
赤
と
な
り
︑
︙
︙
竅
に
在
り
て
は
舌
と
な

る（
6
）

）
で
あ
る
︒

　
臓
象
理
論
は
中
医
学
の
基
礎
理
論
の
中
核
で
あ
る
︒
そ
の
理
論
は
人
の
命

の
表
現
と
︑
病
気
時
の
症
状
の
関
連
度
に
基
づ
い
て
︑
身
体
の
全
て
の
組
織

を
五
つ
に
分
類
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
心
臓
︑
肝
臓
︑
脾
臓
︑
肺
臓
︑
腎
臓
と
名

付
け
た
︒
身
体
の
内
部
に
あ
る
臓
の
様
子
は
外
部
に
見
え
る
身
体
の
組
織
と

身
体
の
動
き
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
︒
一
つ
の
臓
は
独
立
し
て
動
い
て
い
る

と
同
時
に
︑
他
の
臓
も
互
い
に
関
わ
り
合
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
︒
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当
時
の
人
々
が
臓
象
理
論
を
探
し
た
目
的
は
︑
四
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
︑
す

な
わ
ち
舌
︑
心
︑
南
方
︑
火
の
間
の
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す

な
わ
ち
︑
舌
と
心
は
関
係
が
あ
り
︑
心
と
南
方
は
関
係
が
あ
り
︑
南
方
と
火

は
関
係
が
あ
る
か
ら
︑
舌
と
火
は
関
係
が
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
推
論
を
も
と
に
︑
成
無
己
は
正
常
な
舌
象
の
二
つ
の
要
素
を
提
唱
し
た
︒

そ
れ
は
「
本
紅
（
あ
か
）」
と
「
沢
」
で
あ
る
︒「
本
紅
」
と
い
う
の
は
︑
舌

体
が
赤
色
で
あ
る
こ
と
を
指
し
︑「
沢
」
と
い
う
の
は
︑
舌
体
（
舌
苔
）
が
湿

潤
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

　
上
記
の
推
論
の
意
義
は
︑「
紅
」
と
「
沢
」
と
熱
の
間
に
あ
る
内
在
関
連
を

証
明
す
る
と
と
も
に
︑
ま
た
︑
傷
寒
病
の
裏
熱
証
の
時
に
舌
苔
が
乾
燥
し
︑

か
さ
か
さ
し
て
︑
黄
色
や
黒
に
変
色
し
た
り
す
る
こ
と
を
矛
盾
な
く
自
然
に

説
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
成
無
己
が
正
常
な
舌
象
の
要
素
と
し
て
の
舌
色

が
赤
い
と
い
う
の
は
︑
医
者
が
そ
の
視
覚
を
通
し
て
舌
の
赤
色
を
体
験
す
る

と
い
う
診
察
方
法
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
傷
寒
病
の
裏
熱
証
の
「
舌

上
胎
」
と
熱
証
の
病
機
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
元
代
に
は
︑
現
存
す
る
最
初
の
傷
寒
舌
診
専
門
書
で
あ
る
『
敖
氏
傷
寒
金

鏡
録
』（
一
三
四
一
年
）
が
世
に
出
た
︒
こ
の
本
は
正
常
な
舌
象
に
つ
い
て
︑

「
舌
本
者
︑
乃
心
之
竅
︒
心
属
火
︑
象
离
明
︒
人
得
病
︑
初
在
表
︑
則
舌
自
紅

而
無
白
胎
等
色
」（
舌
本
は
︑
乃
ち
心
の
竅
な
り
︒
心
は
火
に
属
し
︑
象
は
离
明

な
り
︒
人
は
病
を
得
る
や
︑
初
め
表
に
在
れ
ば
︑
則
ち
舌
自
ら
紅
に
し
て
︑
白
胎
等

の
色
無
し（

7
）

）
と
叙
述
し
て
お
り
︑「
自
」
と
い
う
一
文
字
を
使
っ
て
︑
邪
気
が

表
に
あ
る
が
舌
象
は
ま
だ
正
常
な
時
の
特
徴
を
︑「
赤
く
︑
白
苔
は
な
い
」
と

導
き
出
し
て
い
る
︒

　
明
代
︑
薛せ
つ

立
斎
は
︑
長
年
捜
し
求
め
て
い
た
舌
診
書
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』

を
見
つ
け
だ
し
た
の
で
︑
一
五
五
六
年
と
一
五
六
五
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て

刊
刻
し
た
︒
序
文
の
中
で
彼
は
︑「
舌
乃
心
之
苗
︒
心
︑
君
主
之
官
︑
応
南
方
︑

赤
色
」（
舌
は
乃
ち
心
の
苗
な
り
︒
心
は
君
主
の
官
な
り
︑
南
方
に
応
じ
︑
赤
色
な

り（
8
）

）
と
︑
正
常
な
舌
象
の
最
も
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
舌
色
が
赤
い
と
い

う
こ
と
を
︑
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
強
調
し
て
い
る
︒

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
明
代
に
至
る
ま
で
︑
正
常
な
舌
象
に
対
す
る

叙
述
は
お
お
む
ね
成
無
己
の
論
述
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
成
無
己
の

観
点
に
沿
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
︑
成
無
己
が

舌
の
赤
い
こ
と
と
火
熱
と
の
関
係
を
推
論
し
て
導
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
段
階
で
観
察
し
た
対
象
は
み
な
患
者
で
あ
る
か
ら
︑
舌
色
が
赤
い
と
い

う
表
現
に
は
︑
二
つ
の
意
味
が
あ
る
︒
一
つ
に
は
︑
正
常
な
舌
色
を
表
し
て

い
る
の
だ
が
︑
但
し
推
論
し
て
導
き
出
し
た
正
常
な
舌
色
と
い
う
側
面
が
強

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
当
時
の
人
々
は
正
常
な
舌
色
に
対
し
て
︑
ま
だ
十

分
な
観
察
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
二
つ
に
は
︑
傷
寒
病
熱
証

の
舌
色
で
あ
っ
て
︑
熱
証
を
診
断
す
る
実
用
的
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
敖
氏
が
図
で
表
し
た
十
二
の
舌
図
も
︑
多
く
は
こ
の
種
類
に
属
す
る
︒

　
成
無
己
の
正
常
な
舌
色
に
対
す
る
論
述
は
後
世
に
ま
で
深
い
影
響
を
及
ぼ

し
︑
そ
の
論
述
は
清
代
末
期
に
至
る
ま
で
医
家
に
よ
り
引
用
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
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何
人
か
の
医
家
は
舌
の
「
本
紅
而
沢
」
を
少
し
書
き
変
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

李
梴
は
『
医
学
入
門
』（
一
五
七
五
年
）
の
中
で
︑「
舌
紅
而
潤（

9
）

」︑
朱
慧
明
の

『
痘
疹
伝
心
録
』（
一
五
九
四
年
）︑
馮
兆
張
の
『
馮
氏
錦
嚢
秘
録
』
で
は
「
舌

紅
潤
」︑
李
中
梓
の
『
診
家
正
眼
』（
一
六
六
七
年
）
で
は
「
舌
色
鮮
紅
潤
」
な

ど
と
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
医
家
の
立
論
の
角
度
は
一
致
し
て
お

り
︑
み
な
患
者
の
舌
象
変
化
を
基
礎
と
し
て
︑
正
常
な
舌
象
を
推
論
し
て
い

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
赤
い
舌
が
正
常
な
舌
色
で
あ
り
︑
ま
た
異
常
な
舌
色
で
も

あ
る
と
い
う
矛
盾
が
一
様
に
存
在
す
る
︒

　
中
国
に
現
存
す
る
最
古
の
舌
診
書
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
は
日
本
に
伝
え

ら
れ
た
後
︑
一
六
五
四
年
に
和
刻
︑
出
版
さ
れ
︑
現
存
す
る
だ
け
で
も
そ
の

写
本
は
十
種
以
上
残
さ
れ
て
い
る
（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
︑
訂
正
版
も
含
む
）︒
例

え
ば
京
都
大
学
富
士
川
文
庫
の
蔵
書
『
舌
診
書
』︑『
経
験
舌
証
明
鑑
』︑
狩
野

文
庫
の
蔵
書
『
金
鏡
録
傷
寒
験
証
古
法
図
説
』︑
東
京
大
学
総
合
図
書
館
の
蔵

書
『
病
相
舌
之
伝
』︑『
舌
診
考
』（
一
八
五
六
年
）︑『
舌
考
』（
一
七
九
九
年
）︑

内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
の
蔵
書
『
傷
寒
三
十
六
舌
』（
一
七
七
八
年
）︑『
杜

清
碧
験
証
舌
法
』︑『
舌
胎
験
証
舌
法
』
な
ど
が
あ
り
︑『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』

の
当
時
の
影
響
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　
薛
立
斎
に
よ
る
刊
本
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
と
二
種
の
和
刻
本
『
敖
氏
傷

寒
金
鏡
録
』
は
彩
色
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
日
本
の
『
敖
氏
傷
寒

金
鏡
録
』
の
写
本
に
は
︑
彩
色
の
も
の
が
少
な
く
な
い
︒
舌
診
図
の
色
彩
か

ら
見
る
と
︑
図
に
書
か
れ
た
文
字
を
根
拠
と
し
て
︑
舌
色
を
塗
っ
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
︒

　 

薛
立
斎
は
文
字
で
舌
色
を
注
解
す
る
た
め
に
︑「
本
色
」
と
い
う
造
語
を

考
案
し
た
が
︑
こ
れ
は
正
常
な
舌
色
を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
図
１
︑２
）︒
傷

寒
病
の
舌
色
は
淡
紅
色
︑
紅
色
︑
純
紅
色
に
分
け
ら
れ
る
が
︑
日
本
の
写
本

に
描
か
れ
た
「
本
色
」
と
病
的
状
態
の
舌
色
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日

本
の
医
家
の
正
常
な
舌
色
に
対
す
る
認
識
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
図

３
か
ら
図
６
に
は
正
常
な
舌
色
と
︑
病
的
状
態
の
淡
紅
舌
︑
紅
舌
︑
純
紅
舌

の
違
い
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
淡
紅
舌
は
明
ら
か
に
疾
病
時
の
舌

色
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
二
）
健
康
な
人
を
対
象
に
し
た
正
常
な
舌
象
の
認
識

　
こ
れ
は
︑
正
常
な
舌
象
の
認
識
の
第
二
段
階
で
あ
り
︑
正
常
な
人
（
健
康

な
人
）（『
黄
帝
内
経
』
で
「
平
人
」
と
言
う
）︑
な
ら
び
に
未
病
の
人
の
舌
象
に

注
目
し
て
い
る
︒

　
高
世
栻
の
『
医
学
真
伝（

10
）

』（
一
六
九
九
年
）
の
中
に
次
の
一
文
が
あ
る
︒「
舌

者
︑
心
之
竅
︒
心
︑
火
也
︒
舌
紅
︑
火
之
正
色
也
︒
上
舎
微
胎
︑
火
之
蘊
蓄

也
︒
此
為
平
人
之
舌
色
︒」（
舌
は
︑
心
の
竅
な
り
︒
心
は
︑
火
な
り
︒
舌
の
紅
き

は
︑
火
の
正
色
な
り
︒
上
に
微
胎
を
舎
す
は
︑
火
は
蘊
蓄
な
り
︒
之
を
平
人
の
舌
色

と
為
す
︒）
こ
の
文
章
の
前
半
部
分
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
従
来
の
知
識
で
あ

る
が
︑
後
半
部
分
は
当
時
の
新
し
い
概
念
か
ら
成
る
︒
こ
の
新
し
い
概
念
に

対
し
て
高
世
栻
自
身
は
︑「
余
之
弁
舌
︑
不
合
方
書
︑
観
者
未
必
能
信
」（
余
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の
舌
を
弁
ず
る
は
︑
方
書
に
合
わ
ず
︑
観
者
は
い
ま
だ
必
ず
し
も
信
ず
る
能
わ
ず
）

と
自
己
評
価
し
て
い
る
︒

　「
未
必
能
信
」
と
は
︑
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
高
世
栻
に
よ
れ

ば
︑
舌
苔
形
成
の
認
識
で
あ
る
︒
こ
の
著
作
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑

当
時
流
行
し
て
い
た
︑
舌
苔
が
厚
く
な
る
の
は
︑
体
内
に
食
積
や
熱
が
あ
る

か
ら
と
の
認
識
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
治
療
に
は
寒
凉
薬
物
が
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
高
世
栻
は
健
康
な
人
の
舌
苔
の
変
化
に
つ
い
て
︑

食
後
︑
酸
味
の
あ
る
も
の
を
食
べ
た
後
︑
服
薬
後
な
ど
︑
各
種
条
件
の
下
で

観
察
し
て
︑
健
康
な
人
の
舌
苔
の
特
徴
を
︑「
微
有
胎
者
︑
不
過
隐
隐
微
微
︑

淡
白
︑
淡
黄
之
間
耳
」
と
し
︑
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
︑
正
常
な
舌
苔
の
形
成

は
「
火
之
蘊
蓄
」
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
唱
え
た
の
で
あ
る
︒「
須
知
舌
者
火

也
︒
火
得
其
色
︑
乃
為
平
人
︒
平
人
五
火
斉
明
︐
如
天
日
光
明
︑
陰
翳
消
除
︑

何
胎
之
有
？
惟
傷
寒
大
病
︑
君
火
不
明
︑
至
三
焦
相
火
乗
于
君
位
︑
則
舌
色

反
常
︒
夫
相
火
乗
于
君
位
也
︑
非
相
火
有
余
︑
乃
君
火
之
不
足
」（
須
く
舌
は

火
な
る
を
知
る
べ
し
︒
火
そ
の
色
を
得
れ
ば
︑
乃
ち
平
人
と
為
す
︒
平
人
は
五
火
斉

明
し
︑
天
日
の
光
明
の
如
く
︑
陰
翳
消
除
し
︑
何
の
胎
か
之
れ
有
ら
ん
︒
惟
︑
傷
寒

の
大
病
は
︑
君
火
明
ら
か
な
ら
ず
︑
三
焦
の
相
火
君
位
に
乗
ず
る
に
至
れ
ば
︑
即
ち

舌
色
は
常
に
反
す
︒
夫
れ
相
火
君
位
に
乗
ず
る
や
︑
相
火
の
有
余
な
る
に
非
ず
し
て
︑

乃
ち
君
火
の
不
足
な
り
）
と
高
世
栻
は
説
明
し
た
︒

　
高
世
栻
は
︑
舌
苔
と
食
積
︑
熱
と
の
関
係
を
検
証
す
る
た
め
に
︑
正
常
な

人
の
舌
苔
を
観
察
し
た
が
︑
こ
の
こ
と
が
図
ら
ず
も
健
康
な
人
の
舌
象
を
研

図 2　和刻本『敖氏傷寒金鏡録』の舌図図 1　薛立斎『敖氏傷寒金鏡録』の舌図
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究
す
る
こ
と
へ
の
大
扉
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
特
に
︑
舌
色
と
舌
苔
を
結

合
し
て
観
察
す
る
方
法
は
︑
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
︑
正
常
な
舌
に
対

す
る
研
究
の
発
展
を
促
し
た
︒

　
章
虚
谷
は
「
凡
事
必
以
明
理
為
要
」
と
い
う
立
場
か
ら
︑
正
常
な
人
の
舌

象
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
︒
彼
は
『
医
門
棒
喝（

11
）

』（
一
八
二
五
年
）
の
中
で
︑

「
蓋
舌
為
心
之
苗
︑
心
属
火
︑
故
其
本
色
紅
也
︒
心
脾
同
気
︑
火
土
相
生
︑
故

胃
気
由
心
脾
発
生
︒
可
知
舌
苔
︑
由
胃
中
生
気
所
現
︑
而
胃
気
由
心
脾
発
生
︒

故
無
病
之
人
︑
常
有
薄
苔
︑
是
胃
中
之
生
気
︑
如
地
上
之
微
草
也
︒
︙
︙
苔

如
地
上
之
草
︑
根
従
下
生
」（
蓋
し
舌
は
心
の
苗
為
り
︑
心
は
火
に
属
す
︑
故
に

其
の
本
色
は
紅
な
り
︒
心
脾
は
同
気
︑
火
土
は
相
生
ず
︑
故
に
胃
気
は
心
脾
由
り
発

生
す
︒
知
る
可
し
︑
舌
苔
は
胃
中
の
生
気
よ
り
現
れ
︑
而
し
て
胃
気
は
心
脾
由
り
発

生
す
る
︒
故
に
無
病
の
人
は
︑
常
に
薄
苔
有
り
︑
是
れ
胃
中
の
生
気
︑
地
上
の
微
草

の
如
く
な
り
︒
︙
︙
苔
は
地
上
の
草
の
如
く
︑
根
は
下
従
り
生
ず
）
と
述
べ
て
い

る
が
︑
こ
れ
は
高
世
栻
の
言
う
「
微
有
胎
者
」
か
ら
︑
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込

ん
だ
観
察
で
あ
る
︒
彼
は
舌
苔
と
舌
体
の
関
係
を
観
察
し
︑
正
常
な
舌
苔
に

は
「
根
」
が
あ
る
と
い
う
観
点
を
明
ら
か
に
し
た
︒

　
章
虚
谷
は
ま
た
︑「
故
苔
白
而
舌
尖
︑
舌
本
或
反
紅
甚
也
︒
︙
︙
白
苔
退
︑

而
舌
本
亦
不
紅
矣
︒
若
非
外
邪
︑
但
胃
中
病
︑
其
舌
本
亦
如
常
色
不
变
也
」

（
故
に
苔
白
に
し
て
舌
尖
︑
或
は
舌
本
は
反
っ
て
甚
だ
し
く
紅
な
り
︒
︙
︙
白
苔
は

退
け
ば
︑
舌
本
も
亦
紅
な
ら
ず
︒
若
し
外
邪
非
ざ
れ
ば
︑
但
胃
中
の
病
な
り
︑
其
の

舌
本
も
亦
常
色
の
如
く
︑
変
わ
ら
ざ
る
な
り
）
と
観
察
し
︑
初
め
て
舌
の
「
常

色
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
こ
で
言
う
「
常
色
」
は
︑
上
に
述
べ
て

き
た
赤
い
色
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
病
気
に
な
っ
た
時
︑
舌
は
「
す
こ
ぶ
る

赤
く
」
な
り
︑
病
気
が
治
っ
た
時
に
は
︑
舌
は
「
赤
く
な
い
」
と
こ
ろ
ま
で

回
復
す
る
︒
こ
の
「
赤
く
な
い
」
と
い
う
の
が
「
常
色
」
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
章
虚
谷
は
舌
象
の
臨
床
観
察
を
も
と
に
︑
正
常
と
熱
証
の
舌
色
が
ど

ち
ら
も
「
赤
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
出
す
試
み
を
開
始
し
た
の
で

あ
る
︒

　
そ
の
後
︑
石
寿
棠
が
『
医
原（

12
）

』（
一
八
六
一
年
）
の
中
で
︑
章
虚
谷
の
「
苔

如
地
上
之
微
草
」
の
比
喩
を
「
舌
之
有
苔
︑
如
地
之
有
苔
」（
舌
の
苔
有
る
は
︑

地
の
苔
あ
る
が
如
し
）
に
修
正
し
︑「
地
之
苔
︑
湿
気
上
泛
而
生
︒
舌
之
苔
︑

脾
胃
津
液
上
潮
而
生
」（
地
の
苔
は
︑
湿
気
が
上
泛
し
て
生
ず
︒
舌
の
苔
は
︑
脾

胃
の
津
液
上
潮
し
て
生
ず
）
と
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
苔
を
地
の
苔
と
舌
の
苔

に
区
別
し
て
︑
後
に
舌
質
と
舌
苔
の
二
者
を
区
別
し
て
い
く
上
で
の
基
礎
を

築
い
た
の
で
あ
る
︒

　
費
伯
雄
は
『
医
醇
謄
義（

13
）

』（
一
八
六
三
年
）
の
中
で
︑
健
康
な
人
の
舌
苔
は

「
不
膩
亦
不
乾
」
と
し
︑
湿
潤
度
（
津
液
）
の
角
度
か
ら
正
常
な
舌
苔
の
特
徴

を
ま
と
め
た
︒

　
傅
松
元
は
『
舌
胎
統
誌（

14
）

』（
一
八
七
四
年
）
の
中
で
︑
正
常
な
舌
色
は
淡
紅

色
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
︒
彼
は
「
舌
色
淡
紅
︑
平
人
之
常
候
」（
淡
紅
は
︑

平
人
の
常
候
な
り
）︑「
淡
紅
者
︑
為
臓
腑
未
受
邪
之
舌
色
也
」（
淡
紅
は
︑
臓
腑

未
だ
邪
を
受
け
て
ざ
る
の
舌
色
為
り
）
と
述
べ
て
︑
さ
ら
に
︑「
今
之
所
論
者
︑
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図 3　『傷寒三十六舌』の「本色」舌図 図 4　『傷寒三十六舌』の「淡紅舌」

図 5　『傷寒三十六舌』の「紅舌」 図 6　『傷寒三十六舌』の「純紅舌」
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偏
重
以
淡
紅
之
舌
︑
弁
別
変
徵
︑
条
分
軽
重
︑
蓋
為
弁
未
至
之
先
兆
︑
雖
非

治
未
病
之
良
工
︑
亦
足
表
明
防
危
之
意
也
」（
今
の
論
ず
る
所
の
者
︑
淡
紅
の
舌

を
以
て
偏
重
し
︑
変
徵
を
弁
別
し
︑
軽
重
を
条
分
す
る
は
︑
蓋
し
未
至
の
先
兆
を
弁

ず
と
為
す
︒
未
病
を
治
す
良
工
に
非
ず
と
雖
も
︑
亦
危
を
防
ぐ
の
意
を
表
明
す
る
に

足
る
）
と
説
明
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
初
め
て
紅
（
あ
か
）
舌
で
は
な
く
淡
紅

舌
を
︑
各
種
舌
色
と
の
比
較
の
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
以
前
は
︑
淡

紅
色
は
熱
証
の
診
断
や
︑
虚
証
︑
寒
証
の
診
断
に
も
用
い
ら
れ
︑
そ
の
見
解

は
混
乱
を
極
め
て
い
た
︒

　
数
十
年
に
わ
た
る
健
康
な
人
の
舌
象
観
察
の
蓄
積
の
上
で
︑
周
学
海
は

『
形
色
外
診
簡
摩（

15
）

』（
一
八
九
四
年
）
の
中
で
︑「
舌
質
舌
苔
弁
」
と
い
う
章
を

著
し
︑「
前
人
之
論
舌
診
詳
矣
︑
而
只
論
舌
苔
︑
不
論
舌
質
︒
非
不
論
舌
質
也
︑

混
苔
與
質
而
不
分
也
︒
︙
︙
其
尖
上
紅
粒
細
於
粟
者
︑
心
気
挾
命
門
真
火
而

鼓
起
者
也
︒
其
正
面
白
色
軟
刺
如
豪
毛
者
︑
肺
気
挾
命
門
真
火
而
生
所
出
也
︒

至
於
苔
︑
乃
胃
気
之
所
備
蒸
」（
前
人
の
論
は
舌
診
に
詳
し
︑
而
れ
ど
も
只
舌
苔

を
論
じ
︑
舌
質
を
論
ぜ
ず
︒
舌
質
を
論
ぜ
ざ
る
に
非
ず
︑
苔
と
質
を
混
じ
て
分
か
た

ざ
る
な
り
︒
︙
︙
其
の
尖
上
の
紅
粒
粟
よ
り
細
な
る
も
の
は
︑
心
気
命
門
の
真
火
を

挾
み
︑
而
し
て
鼓
起
す
る
も
の
な
り
︒
其
の
正
面
の
白
色
軟
刺
の
毫
毛
の
如
き
も
の

は
︑
肺
気
命
門
の
真
火
を
挾
み
︑
而
し
て
生
じ
出
づ
る
も
の
な
り
︒
苔
に
至
れ
ば
︑

乃
ち
胃
気
の
備
蒸
す
る
所
な
り
）
と
記
し
て
い
る
︒

　
周
学
海
の
言
う
舌
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
︑
先
人
言
う
と
こ
ろ

の
「
地
」
で
あ
る
︒
周
学
海
は
「
地
」
の
上
に
二
つ
の
構
造
が
あ
る
の
を
発

見
し
た
︒
周
学
海
の
論
述
に
よ
る
と
︑
舌
粘
膜
の
表
面
で
数
が
最
も
多
い
の

は
二
種
類
の
舌
乳
頭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
︒
一
つ
は

舌
の
先
に
あ
る
粟
粒
の
よ
う
に
小
さ
い
赤
い
点
で
︑
茸
状
乳
頭
に
あ
た
る
︒

周
学
海
は
こ
れ
を
「
心
気
が
命
門
の
真
火
と
合
わ
さ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
」
と

記
し
た
︒
も
う
一
つ
は
舌
背
の
粘
膜
の
︑
毫
毛
の
よ
う
な
白
い
柔
ら
か
い
突

起
で
︑
糸
状
乳
頭
に
あ
た
る
︒
周
学
海
は
こ
れ
を
「
肺
気
が
命
門
の
真
火
と

合
わ
さ
っ
て
生
え
出
る
」
と
記
し
た
︒
章
虚
谷
が
発
見
し
た
「
苔
は
地
面
の

草
の
如
し
」
と
い
う
基
礎
の
上
に
︑
周
学
海
は
「
地
」（
舌
質
）
と
「
草
」（
舌

苔
）
の
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
観
察
し
︑
つ
い
に
舌
質
と
舌
苔
を
区
別
し
て
認
識

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
清
代
の
末
︑
民
国
初
年
は
︑
中
医
学
と
西
洋
医
学
が
合
流
し
た
時
代
で
あ

る
︒
こ
の
頃
か
ら
正
常
な
舌
象
の
研
究
に
西
洋
医
学
の
内
容
を
導
入
す
る
こ

と
が
始
ま
っ
た
︒
例
え
ば
︑
何
廉
臣
は
『
感
症
宝
箋
』（
一
九
一
二
年
）
の
中

で
︑「
舌
苔
：
正
常
之
舌
︑
以
口
腔
分
泌
物
之
掩
︑
故
有
一
種
之
光
沢
」
と
書

い
て
い
る
︒
曹
炳
章
の
『
彩
図
　
弁
舌
指
南
』
は
︑
舌
診
の
集
大
成
の
書
と

さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
正
常
な
舌
象
を
「
如
平
人
無
病
常
苔
︑
宜
舌
地

淡
紅
︑
舌
苔
微
白
隠
紅
︑
須
要
紅
潤
内
充
︑
白
苔
不
厚
︑
或
略
厚
有
底
︒
然

皆
乾
湿
得
中
︑
斯
為
無
病
之
苔
」（
平
人
無
病
の
常
苔
の
如
き
は
︑
ほ
と
ん
ど
舌

地
は
淡
紅
︑
舌
苔
は
微
白
に
し
て
隠
紅
︑
須
く
紅
潤
内
充
し
︑
白
苔
は
厚
か
ら
ず
︑

或
は
や
や
厚
く
︑
底
有
る
を
要
す
︒
然
し
て
皆
乾
湿
中
を
得
る
は
︑
斯
れ
無
病
の
苔

と
為
す
）
と
総
括
し
て
い
る（

16
）

︒
曹
炳
章
は
さ
ら
に
異
な
る
体
質
や
性
情
別
の
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偏
重
以
淡
紅
之
舌
︑
弁
別
変
徵
︑
条
分
軽
重
︑
蓋
為
弁
未
至
之
先
兆
︑
雖
非

治
未
病
之
良
工
︑
亦
足
表
明
防
危
之
意
也
」（
今
の
論
ず
る
所
の
者
︑
淡
紅
の
舌

を
以
て
偏
重
し
︑
変
徵
を
弁
別
し
︑
軽
重
を
条
分
す
る
は
︑
蓋
し
未
至
の
先
兆
を
弁

ず
と
為
す
︒
未
病
を
治
す
良
工
に
非
ず
と
雖
も
︑
亦
危
を
防
ぐ
の
意
を
表
明
す
る
に

足
る
）
と
説
明
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
初
め
て
紅
（
あ
か
）
舌
で
は
な
く
淡
紅

舌
を
︑
各
種
舌
色
と
の
比
較
の
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
以
前
は
︑
淡

紅
色
は
熱
証
の
診
断
や
︑
虚
証
︑
寒
証
の
診
断
に
も
用
い
ら
れ
︑
そ
の
見
解

は
混
乱
を
極
め
て
い
た
︒

　
数
十
年
に
わ
た
る
健
康
な
人
の
舌
象
観
察
の
蓄
積
の
上
で
︑
周
学
海
は

『
形
色
外
診
簡
摩（

15
）

』（
一
八
九
四
年
）
の
中
で
︑「
舌
質
舌
苔
弁
」
と
い
う
章
を

著
し
︑「
前
人
之
論
舌
診
詳
矣
︑
而
只
論
舌
苔
︑
不
論
舌
質
︒
非
不
論
舌
質
也
︑

混
苔
與
質
而
不
分
也
︒
︙
︙
其
尖
上
紅
粒
細
於
粟
者
︑
心
気
挾
命
門
真
火
而

鼓
起
者
也
︒
其
正
面
白
色
軟
刺
如
豪
毛
者
︑
肺
気
挾
命
門
真
火
而
生
所
出
也
︒

至
於
苔
︑
乃
胃
気
之
所
備
蒸
」（
前
人
の
論
は
舌
診
に
詳
し
︑
而
れ
ど
も
只
舌
苔

を
論
じ
︑
舌
質
を
論
ぜ
ず
︒
舌
質
を
論
ぜ
ざ
る
に
非
ず
︑
苔
と
質
を
混
じ
て
分
か
た

ざ
る
な
り
︒
︙
︙
其
の
尖
上
の
紅
粒
粟
よ
り
細
な
る
も
の
は
︑
心
気
命
門
の
真
火
を

挾
み
︑
而
し
て
鼓
起
す
る
も
の
な
り
︒
其
の
正
面
の
白
色
軟
刺
の
毫
毛
の
如
き
も
の

は
︑
肺
気
命
門
の
真
火
を
挾
み
︑
而
し
て
生
じ
出
づ
る
も
の
な
り
︒
苔
に
至
れ
ば
︑

乃
ち
胃
気
の
備
蒸
す
る
所
な
り
）
と
記
し
て
い
る
︒

　
周
学
海
の
言
う
舌
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
︑
先
人
言
う
と
こ
ろ

の
「
地
」
で
あ
る
︒
周
学
海
は
「
地
」
の
上
に
二
つ
の
構
造
が
あ
る
の
を
発

舌
象
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
り
︑
そ
の
内
容
は
︑
快
活
勇
敢
な
人
︑
憂
鬱
な

人
︑
強
壮
体
︑
薄
弱
体
︑
中
等
質
︑
肺
癆
質
︑
卒
中
質
︑
神
経
質
な
ど
に
わ

た
っ
て
い
る
︒

　
一
九
三
〇
年
︑
秦
伯
未
は
『
診
断
学
講
義（

17
）

』
の
中
で
︑
正
常
な
舌
象
に
つ

い
て
「
夫
舌
色
当
紅
︑
紅
不
嬌
艶
︒
其
質
当
沢
︑
沢
非
光
滑
︒
其
象
当
毛
︑

毛
無
芒
刺
︒
必
得
淡
紅
上
有
薄
白
之
苔
︑
方
是
無
病
之
徴
」（
夫
れ
舌
色
は
当

に
紅
な
る
も
︑
紅
は
嬌
艶
な
ら
ず
︒
其
の
質
は
当
に
沢
な
る
も
︑
沢
は
光
滑
に
非
ず
︒

其
の
象
は
当
に
毛
な
る
も
︑
毛
は
芒
刺
無
し
︒
必
ず
淡
紅
の
上
に
薄
白
の
苔
有
る
を

得
て
︑
は
じ
め
て
是
れ
無
病
の
徴
な
り
）
と
総
括
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
現
在

の
中
医
舌
診
学
が
正
常
な
舌
象
を
「
淡
紅
舌
︑
薄
白
苔
」
と
簡
潔
に
表
現
す

る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︒

　
こ
れ
を
も
っ
て
︑
つ
い
に
中
医
は
︑
視
覚
観
察
力
を
基
礎
に
し
た
正
常
な

舌
象
に
つ
い
て
の
認
知
過
程
の
道
を
歩
み
終
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
中
医

が
初
め
て
一
つ
の
局
部
器
官
に
対
し
て
行
っ
た
︑
か
く
も
長
期
に
わ
た
る
丹

念
な
観
察
の
成
果
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
マ
ク
ロ
と
し
て
の
五
行
と
ミ
ク
ロ
と

し
て
の
舌
組
織
を
結
合
さ
せ
て
︑
新
し
い
診
断
理
論
を
構
築
し
た
も
の
で
あ

り
︑
か
つ
臨
床
に
お
い
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
を
持
つ
診
断
価
値
を
創
り
出

し
た
の
で
あ
る
︒

　
中
国
清
代
の
『
傷
寒
舌
鑑
』
以
後
の
舌
診
研
究
は
ほ
と
ん
ど
日
本
に
影
響

を
与
え
な
か
っ
た
の
で
︑
現
在
の
資
料
調
査
で
は
︑
中
国
に
あ
る
よ
う
な
正

常
な
舌
象
に
関
す
る
研
究
内
容
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
日
本

（
漢
方
医
学
）
で
最
も
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
池
田
家
痘
疹
の
舌
診
書
の
中
に
︑

病
気
の
際
の
異
常
な
舌
乳
頭
の
変
化
を
描
い
た
舌
診
図
が
あ
る
（
図
７
︑８
）︒

そ
れ
は
︑
中
国
︑
日
本
の
医
師
が
と
も
に
︑
病
的
状
態
の
舌
苔
（
舌
粘
膜
上
の

付
着
物
）
と
生
理
構
造
と
し
て
の
舌
乳
頭
（
舌
粘
膜
）
と
の
関
係
に
注
目
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　

二
、
正
常
な
舌
象
研
究
の
問
題
の
検
討

　
中
国
の
四
診
の
中
で
︑
最
も
代
表
的
な
の
は
脈
診
と
舌
診
で
あ
る
︒
脈
診

の
歴
史
は
長
く
︑
こ
の
長
い
歴
史
の
中
で
多
く
の
資
料
は
散
逸
し
て
し
ま
っ

た
︒
一
方
︑
舌
診
は
元
代
以
降
に
な
っ
て
普
及
し
た
診
察
方
法
で
あ
り
︑
研

究
の
記
録
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
舌
診
の
歴
史
は
我
々
が
中
医
診
断

学
の
発
展
過
程
と
そ
の
特
徴
を
探
求
す
る
上
で
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
な
り
得

る
︒
正
常
な
舌
色
の
認
識
過
程
を
整
理
す
る
中
で
︑
筆
者
は
二
つ
の
問
題
を

措
定
し
︑
検
討
を
行
っ
た
︒

（
一
）
な
ぜ
舌
象
の
認
識
は
、
臓
象
理
論
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か

　
歴
史
上
最
も
早
く
傷
寒
病
の
「
舌
上
胎
」
に
対
し
て
分
析
を
行
っ
た
成
無

己
は
︑
そ
の
書
の
中
で
舌
苔
の
変
化
を
論
じ
た
が
︑
舌
色
の
内
容
に
は
触
れ

て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
当
時
は
す
で
に
︑
舌
苔
が
黄
色
や
黒
色
に
変
色

す
る
こ
と
は
邪
熱
内
結
の
証
拠
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒



240

　
成
無
己
は
ど
う
し
て
「
傷
寒
懊
憹
」
や
「
傷
寒
衄
血
」
の
よ
う
に
直
接
傷

寒
病
の
舌
苔
の
論
述
を
せ
ず
︑
先
に
「
舌
は
心
の
官
︑
南
方
の
火
に
応
じ
」

と
い
う
︑
臓
象
理
論
に
話
を
持
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
以
下
に
そ

の
説
明
を
試
み
よ
う
︒

　
い
わ
ゆ
る
臓
象
は
︑
二
つ
の
概
念
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
「
臓
」︑

も
う
一
つ
は｢

象｣

で
あ
り
︑
中
国
古
代
の
哲
学
の
概
念
「
体
用
」
を
医
学

の
方
面
に
具
体
的
に
応
用
し
た
も
の
で
︑
臓
象
学
説
の
認
識
論
で
も
あ
る
︒

　
体
用
と
は
中
国
哲
学
上
の
概
念
で
︑
本
体
と
作
用
の
略
称
で
あ
り
︑
本
質

と
そ
の
現
象
の
意
を
表
し
︑
現
象
の
内
奥
に
そ
の
根
源
者
︑
本
質
を
見
よ
う

と
す
る
考
え
方
で
あ
る
︒
体
用
論
が
中
国
思
想
史
上
︑
重
要
な
課
題
と
な
っ

た
の
は
︑
宋
代
以
後
で
あ
る
︒
存
在
の
本
質
を
「
本
体
」
と
い
う
︑
そ
の
発

現
を
作
用
と
い
う
︒
体
用
の
概
念
は
︑
中
国
哲
学
の
中
に
極
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る（

18
）

︒

　
臓
象
理
論
の
中
で
︑
臓
は
人
体
の
構
造
を
指
す
言
葉
で
︑
身
体
を
構
成
す

る
「
形
」
の
部
分
で
あ
り
︑「
体
」
の
範
疇
に
属
し
︑
最
も
根
本
的
︑
内
在
的
︑

本
質
的
な
も
の
で
あ
る
︒
象
は
人
体
の
生
命
活
動
を
指
す
言
葉
で
︑
身
体
を

構
成
す
る
「
能
」
の
部
分
で
あ
り
︑「
用
」
の
範
疇
に
属
す
る
︒「
体
」
の
外

在
的
表
現
で
あ
り
︑
表
象
で
あ
る
︒
唐
代
の
崔
憬
曰
く
︑「
凡
天
地
万
物
︑
皆

有
形
質
︒
就
形
質
之
中
︑
有
体
有
用
︒
体
者
即
形
質
也
︒
用
者
即
形
質
上
之

妙
用
也
」（
凡
そ
天
地
万
物
︑
皆
形
質
有
り
︒
就
き
て
形
質
の
中
に
︑
体
有
り
︑
用

有
り
︒
体
と
は
即
ち
形
質
な
り
︒
用
と
は
︑
即
ち
形
質
の
上
の
妙
用
な
り（

19
）

）
で
あ

図 8　『池田先生唇舌図』の舌心微黒舌図 7　『池田先生唇舌図』の斑点舌



正常な舌象の歴史的な認識過程とその問題の検討

241

り
︑
程
頣
は
『
伊
川
易
伝（

20
）

』
の
序
で
︑「
至
微
者
理
也
︑
至
著
者
象
也
︒
体
用

一
源
︑
顕
微
無
間
」（
至
っ
て
微
か
な
る
も
の
は
理
な
り
︒
至
っ
て
著
れ
た
る
も

の
は
象
な
り
︒
体
用
は
源
を
一
に
し
︑
顕
微
は
間
無
し
）
と
述
べ
て
い
る
︒

　
こ
の
二
つ
の
叙
述
は
︑
臓
象
学
説
の
中
の
︑「
臓
」
と
「
象
」
の
関
係
︑
な

ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
を
示
し
て
い
る
︒
中
医
は
「
至
著
」
の
象
を
通
し

て
臓
の
「
至
微
」
の
理
を
認
識
す
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
り
身
体
の
中
の

最
も
根
本
的
︑
内
在
的
︑
本
質
的
な
も
の
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
︒『
黄
帝
内

経
』
の
中
で
は
︑
一
つ
の
臓
を
め
ぐ
っ
て
多
数
の
象
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
心
の
象
は
赤
色
︑
苦
︑
南
方
︑
熱
︑
火
な
ど
で
あ
る
︒

中
医
は
そ
れ
ぞ
れ
の
象
に
よ
っ
て
︑
心
と
い
う
「
体
」
の
「
理
」
を
総
括
し

て
い
る
︒

　
臓
象
の
認
知
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
︑
先
人
は
︑
人
体
の
新
し
い
知
識
を
探

求
す
る
時
︑
必
ず
理
の
基
礎
の
上
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
そ

う
で
な
け
れ
ば
︑
新
し
い
知
識
は
根
っ
こ
の
な
い
木
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
も

と
も
と
あ
る
知
識
と
「
顕
微
無
間
」
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
当
時
︑

傷
寒
病
熱
証
の
治
療
を
実
践
す
る
中
で
︑
黄
苔
と
黒
苔
の
火
熱
病
機
は
証
明

さ
れ
て
は
い
た
が
︑
ま
だ
理
に
よ
る
理
論
的
な
支
持
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
︒
火
熱
の
色
は
赤
で
あ
り
︑
黄
色
や
黒
色
で
は
な
い
︒
成
無
己
が
舌
「
本

紅
に
し
て
沢
な
り
」
の
見
解
を
出
す
や
い
な
や
︑
た
だ
ち
に
支
持
を
集
め
た

の
も
︑
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
る
︒
彼
は
臓
象
理
論
を
使
っ
て
︑
舌
苔
の
依

る
と
こ
ろ
の
舌
と
︑
心
︑
火
︑
紅
色
と
の
間
の
体
用
関
係
を
証
明
し
た
か
ら

で
あ
る
︒

　
臓
象
学
説
は
︑
中
医
の
人
体
生
理
に
対
す
る
認
識
を
総
括
し
た
も
の
で
あ

り
︑
そ
の
主
体
と
な
る
知
識
は
︑『
黄
帝
内
経
』
の
時
代
に
す
で
に
確
立
さ
れ

て
い
た
︒
宋
代
以
降
に
な
っ
て
︑
も
う
一
つ
の
「
体
」
の
認
識
が
始
ま
っ
た
︒

す
な
わ
ち
病
証
を
説
明
す
る
病
機
学
説
で
あ
る
︒
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は

宋
代
︑
陳
言
の
『
三
因
極
一
病
証
方
論
』（
一
一
七
四
年
）
で
あ
る
︒
ほ
ど
な

く
し
て
︑
こ
の
分
野
を
代
表
す
る
金
︑
元
代
の
医
家
︑
劉
完
素
（
一
一
一
〇
～

一
二
〇
〇
年
頃
）
が
登
場
し
た
︒
こ
の
時
︑
新
し
い
病
機
の
認
識
は
︑
ど
の
よ

う
に
し
て
旧
来
の
理
︑
即
ち
臓
象
学
説
の
支
持
を
得
て
︑
一
つ
の
大
き
な

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
舌
診
を
例
に
分
析
を
試
み
た
い
︒

　
歴
史
上
最
も
早
く
舌
象
の
分
析
を
行
っ
た
成
無
己
は
︑
熱
証
の
際
に
舌
の

上
に
黒
苔
が
出
現
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　『
傷
寒
明
理
論
』
で
は
︑「
若
舌
上
色
黒
者
︑
又
為
熱
之
極
也
」（
若
し
舌
上

色
黒
き
も
の
は
︑
又
熱
の
極
み
と
為
す
）︒『
黄
帝
内
経
』
で
は
︑「
熱
病
口
乾
舌

黒
者
死
︒
以
心
為
君
主
之
官
︑
開
竅
于
舌
︒
黒
為
腎
色
︑
見
于
心
部
︒
心
者

火
︑
腎
者
水
︑
邪
熱
已
極
︑
鬼
賊
相
刑
︑
故
知
必
死
」（
熱
病
の
口
乾
き
︑
舌

黒
き
も
の
は
死
す
︒
心
は
君
主
の
官
た
る
を
以
て
︑
舌
に
開
竅
す
︒
黒
は
腎
色
た
り
︑

心
部
に
見
ね
る
︒
心
は
火
な
り
︑
腎
は
水
な
り
︑
邪
熱
は
已
に
極
ま
り
︑
鬼
賊
は
相

刑
す
︑
故
に
必
ず
死
す
る
を
知
る（

21
）

）
と
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
︒

　
臓
象
理
論
の
中
で
は
︑
腎
は
水
に
属
し
︑
水
は
寒
で
あ
り
︑
黒
は
腎
臓
の

色
で
あ
る
︒
推
論
に
基
づ
く
と
︑
黒
は
寒
と
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
熱
証
に
お
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い
て
水
の
色
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
り
︑
理
屈
に
合
わ
な
い
︒
成
無
己
は
こ

れ
を
説
明
で
き
な
く
な
り
︑「
鬼
賊
相
刑
」
と
い
う
言
い
方
で
お
茶
を
濁
し
て

い
る
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
成
無
己
は
臓
象
学
説
を
運
用
し
︑
舌
紅
︱
心
︱
火

熱
病
証
の
関
係
を
確
立
し
︑
新
し
い
病
機
認
識
の
第
一
歩
を
完
成
し
た
︒
し

か
し
︑
本
来
脾
に
属
す
べ
き
黄
色
の
舌
苔
︑
腎
に
属
す
べ
き
黒
色
の
舌
苔
に

つ
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
火
熱
病
機
と
関
連
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
？

　
劉
完
素
は
︑「
亢
害
承
制
」
理
論
で
こ
の
難
題
を
解
決
し
た
︒
例
え
ば
「
鬱
」

と
い
う
病
症
で
出
て
く
る
︑
従
来
の
理
屈
と
は
合
わ
な
い
状
況
に
つ
い
て
︑

劉
完
素
は
︑「
鬱
︑
怫
鬱
也
︑
結
滞
壅
塞
而
気
不
通
暢
︒
所
謂
熱
甚
則
腠
理
閉

密
而
鬱
結
也
︑
如
火
錬
物
︑
熱
極
相
合
︑
而
不
能
相
離
︑
故
鬱
熱
則
閉
塞
而

不
通
暢
也
︒
然
寒
水
主
于
閉
蔵
︑
而
今
反
属
熱
者
︑
謂
火
熱
亢
極
︑
則
反
兼

水
化
制
之
故
也
」（
鬱
と
は
︑
怫
鬱
な
り
︑
結
滞
壅
塞
し
て
気
は
通
暢
せ
ず
︒
所

謂
熱
甚
だ
し
け
れ
ば
︑
則
ち
腠
理
は
閉
密
し
て
鬱
結
す
る
な
り
︑
火
の
物
を
錬
る
が

如
く
︑
熱
極
ま
り
相
合
し
て
相
離
る
る
能
め
ず
︑
故
に
鬱
熱
す
れ
ば
︑
則
ち
閉
塞
し

通
暢
せ
ざ
る
な
り
︒
然
る
に
寒
水
は
閉
蔵
を
主
る
も
︑
而
も
今
は
反
っ
て
熱
に
属
す

る
は
︑
謂
う
に
火
熱
亢
極
す
れ
ば
︑
則
ち
反
っ
て
水
化
を
兼
ね
て
之
を
制
す
る
が
故

な
り（

22
）

）
と
説
明
し
て
い
る
︒

　
こ
の
一
文
は
二
つ
の
事
実
を
説
明
し
て
い
る
︒
一
つ
に
は
︑「
鬱
」
と
い
う

病
症
で
は
︑
腠
理
が
固
く
閉
ま
る
と
い
う
現
象
が
出
る
の
だ
が
︑
証
に
基
づ

く
観
察
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
体
内
の
熱
が
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
︒
二
つ

に
は
︑
臓
象
理
論
の
中
で
は
︑「
固
く
閉
ま
る
」
と
い
う
概
念
に
近
い
の
は

「
閉
蔵
」
で
あ
る
が
︑
閉
蔵
に
は
寒
水
の
特
性
が
あ
る
の
で
︑
こ
の
二
つ
の
事

実
は
体
用
不
合
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
劉
完
素
は
こ
の
二
者
を
関
係
づ

け
る
た
め
に
︑「
変
化
」
と
い
う
要
素
を
加
味
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒『
黄

帝
内
経
』
の
中
で
は
︑
気
の
変
化
を
説
明
す
る
理
論
は
五
運
六
気
で
あ
る
︒

劉
完
素
は
︑
病
機
十
九
条
と
五
運
六
気
を
結
合
さ
せ
︑
伝
統
的
な
臓
象
理
論

と
︑
新
し
く
発
見
し
た
臨
床
で
の
事
実
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
︒
同
様
の
例
は
︑
劉
完
素
の
著
作
中
に
数
多
く
見
ら
れ
る
︒

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
も
ま
た
「
亢
害
承
制
」
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑「
中
焙
舌
」
の
条
で
は
︑「
舌
見
純
紅
︑
内
有
黒
形
如
小
舌
者
︑
乃

邪
熱
結
于
裏
也
︑
君
火
熾
盛
︑
反
兼
水
化
」（
舌
純
紅
を
見
し
︑
内
に
黒
形
小
舌

の
如
き
有
る
と
き
は
︑
乃
ち
邪
熱
が
裏
に
結
す
る
な
り
︒
君
火
は
熾
盛
し
︑
反
っ
て

水
化
を
兼
ぬ
）︒「
紅
星
舌
」
の
条
で
は
︑「
舌
見
淡
紅
︑
中
有
大
紅
星
者
︑
乃

少
陰
君
火
熱
之
盛
也
︒
所
不
勝
者
︑
仮
火
勢
以
侮
脾
土
」（
舌
淡
紅
を
見
し
︑

中
に
大
紅
星
有
る
と
き
は
︑
乃
ち
少
陰
君
火
の
熱
盛
ん
な
り
︒
勝
た
ざ
る
所
の
者
︑

火
勢
を
仮
り
て
以
て
脾
土
を
侮
る
）︒「
裏
圏
舌
」
の
条
で
は
︑「
舌
見
紅
色
︑
内

有
乾
硬
黒
色
︑
形
如
小
長
舌
︑
有
刺
者
︑
此
熱
毒
熾
甚
︑
堅
結
大
腸
︑
金
受

火
制
︑
不
能
平
木
故
也
」（
舌
紅
色
を
見
し
︑
内
に
乾
硬
の
黒
色
有
り
︑
形
は
小

き
長
舌
の
如
く
︑
刺
有
る
と
き
は
︑
此
れ
熱
毒
は
熾
ん
な
る
こ
と
甚
だ
し
く
︑
大
腸

を
堅
結
し
︑
金
は
火
の
制
す
る
を
受
け
︑
木
を
平
か
に
す
る
能
わ
ざ
る
が
故
な
り（

23
）

）

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
舌
の
上
に
ど
ん
な
色
が
現
れ
て
も
五
臓
の
生
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克
乗
侮
関
係
に
基
づ
い
た
理
論
上
の
支
持
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
病
機

学
説
の
自
由
な
発
展
の
可
能
性
を
大
き
く
押
し
広
げ
た
の
で
あ
る
︒

　
劉
完
素
は
こ
の
認
識
方
法
を
も
と
に
︑
六
気
化
火
学
説
を
う
ち
立
て
た
︒

六
気
化
火
の
病
機
理
論
も
ま
た
舌
診
に
「
理
」
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
と

な
っ
た
︒
真
剣
に
舌
の
赤
色
を
観
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
︑
舌
象
も

次
第
に
外
感
病
機
を
分
析
す
る
最
も
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

　
そ
れ
で
は
︑
舌
診
の
認
識
過
程
に
お
い
て
︑
臓
象
理
論
の
意
義
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
臓
象
の
基
礎
と
中
核
は
整
体
観
で
あ
り
︑
臓
象
は
五
つ
に
分
類
さ
れ
る
が
︑

相
互
に
助
け
合
い
︑
制
約
し
合
う
関
係
が
あ
る
の
で
︑
分
離
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
と
み
る
︒
臓
象
理
論
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
舌
診
と
い
う

一
局
部
器
官
を
対
象
と
し
た
研
究
に
︑
整
体
観
︑
つ
ま
り
身
体
全
体
を
見
て

い
く
と
い
う
大
き
な
方
向
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
舌
診
の
研
究
に
お
い
て
︑
宋
元
時
代
以
降
に
発
展
し
て
き
た
病
機
学
説
を

分
析
す
る
と
︑
い
か
に
し
て
臓
象
理
論
の
齟
齬
を
回
避
し
つ
つ
︑
生
理
と
し

て
の
臓
象
知
識
と
疾
病
の
病
機
知
識
の
「
顕
微
無
間
」
の
過
程
で
︑
学
術
の

継
承
と
発
展
を
実
現
し
て
き
た
の
か
が
う
か
が
え
る
︒

　
日
本
に
お
い
て
は
︑
江
戸
時
代
に
は
二
つ
の
医
学
理
念
が
現
れ
た
︒
一
つ

は
︑
医
学
研
究
の
目
的
は
病
を
治
す
こ
と
で
あ
る
と
認
め
て
︑『
傷
寒
論
』
が

治
療
の
基
礎
で
あ
る
と
し
て
古
方
派
を
形
成
し
た
︒
代
表
人
物
は
吉
益
東
洞

で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
医
学
研
究
の
目
的
は
人
体
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
︑
解
剖
学
が
医
学
の
基
礎
で
あ
る
と
し
て
日
本
の
現
代
医
学
の
ド

ア
を
開
い
た
︒
代
表
人
物
は
山
脇
東
洋
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
日
本
の
医

学
は
理
念
上
の
︑
分
岐
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
古
方
派
の
吉
益
東
洞
は
中
医
の
臓
象
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
︒

た
し
か
に
︑
臓
象
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
で
︑
古
方
派
は
際
立
っ
た
個
性
を

持
っ
た
が
︑
そ
の
個
性
は
整
体
観
を
脱
し
て
︑
局
部
観
察
の
領
域
に
入
っ
た

の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
古
方
派
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
吉
益
東
洞
は
「
莽
使

太
医
尚
方
與
巧
屠
共
刳
剝
之
︑
度
量
五
臓
︑
以
竹
筳
導
其
脈
︑
知
所
終
始
︑

云
可
以
治
病
︒
為
則
曰
：
疾
医
息
而
陰
陽
医
繁
︑
陰
陽
医
繁
而
穿
鑿
弥
甚
︑

而
治
療
愈
惑
︒
悲
夫
︑
知
毒
之
所
在
︑
而
不
拘
五
臓
︑
因
脈
之
動
静
︑
而
毒

之
多
少
︑
如
斯
耳
︒
量
度
五
臓
経
脈
︑
知
所
終
始
︑
於
治
無
益（

24
）

」
と
記
し
︑

さ
ら
に
︑「
陰
陽
医
者
以
臆
論
之
︑
故
無
徴
焉
︒
是
謂
之
有
論
無
実（

25
）

」
と
︑
陰

陽
の
観
念
を
大
事
に
す
る
中
国
の
医
者
を
批
判
し
た
︒

　
吉
益
東
洞
は
病
を
起
こ
す
「
毒
」
を
中
心
に
し
て
︑
局
部
の
証
拠
︑
と
く

に
腹
部
の
証
拠
を
廻
っ
て
治
療
を
展
開
し
た
︒
彼
は
『
医
断（

26
）

』
の
中
で
「
先

証
而
不
先
脈
︑
先
腹
而
不
先
証
也
」︑「
腹
者
有
生
之
本
︑
故
百
病
根
於
此
焉
︑

是
以
診
病
必
候
其
腹
︑
外
証
次
之
」
と
述
べ
た
︑
中
国
の
整
体
観
念
に
お
け

る
全
人
診
察
の
「
四
診
合
参
」
か
ら
離
れ
て
︑
特
に
脈
診
を
廃
止
し
て
︑
病

だ
け
に
目
を
向
け
て
い
る
局
部
診
断
に
歩
み
出
し
た
（
図
９
︱
11
）︒

　
清
代
以
後
の
中
医
学
も
日
本
と
同
様
な
問
題
に
直
面
し
︑
残
念
な
が
ら
︑
正

常
な
舌
象
に
対
す
る
認
識
が
掘
り
下
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
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（
二
）
淡
紅
舌
の
認
識
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
視
覚
情
報
伝
達
の
困
難
さ

　
正
常
な
舌
象
の
認
識
過
程
の
中
で
︑
最
も
困
難
な
の
は
正
常
な
舌
色
の
確

定
で
あ
る
︒

　
成
無
己
は
︑
正
常
な
舌
色
は
紅
色
で
あ
る
と
打
ち
出
し
は
し
た
が
︑
こ
れ

は
五
行
に
よ
る
分
類
の
角
度
か
ら
論
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
︒
彼
の
比
較
し
た

色
は
︑
黄
色
︑
黒
色
︑
白
色
︑
青
色
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
︑
実
際
の
舌

に
発
生
し
た
色
で
は
な
い
の
で
︑
筆
者
は
こ
れ
を
理
論
舌
色
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
︒

　
一
番
早
く
淡
紅
舌
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
の
は
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
で

図 9　『東洞先生腹診伝（27）』腹診図（例 1）

図 11　『東洞先生腹診伝』の腹診図（例 3）

図 10　『東洞先生腹診伝』の腹診図（例 2）
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あ
る
︒
こ
の
本
の
中
で
淡
紅
舌
に
つ
い
て
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
以
下
の
よ

う
に
︑
第
五
舌
︑
第
七
舌
︑
第
二
十
六
舌
の
三
箇
所
で
あ
る（

28
）

︒

第
五
舌
　「
紅
星
舌
　
舌
見
淡
紅
︑
中
有
大
紅
星
者
︑
乃
少
陰
君
火
熱
之

盛
也
︒
所
不
勝
者
︑
仮
火
勢
以
侮
脾
土
︑
将
欲
発
黄
之
候
︒
宜
用
茵
蔯

五
苓
散
治
之
︒」（
舌
淡
紅
を
見
し
︑
中
に
大
紅
星
あ
る
と
き
は
︑
乃
ち
少
陰

君
火
の
熱
が
盛
ん
な
り
︒
勝
た
ざ
る
所
の
者
︑
火
勢
を
仮
り
て
以
て
脾
土
を

侮
り
︑
将
に
黄
の
候
を
発
せ
ん
と
欲
す
︒
宜
し
く
茵
蔯
五
苓
散
を
用
い
て
︑

之
を
治
す
べ
し
︒）

第
七
舌
　「
裏
圏
舌
　
舌
見
淡
紅
色
︑
而
中
有
一
紅
暈
︑
沿
皆
純
黒
︑
乃

余
毒
遺
于
心
胞
絡
之
間
︑
与
邪
火
鬱
結
︑
二
火
亢
極
︑
故
有
是
証
︒
以

承
気
湯
下
之
︒」（
舌
に
淡
紅
色
を
見
し
︑
而
し
て
中
に
一
紅
暈
有
り
︑
沿
は

皆
純
黒
な
れ
ば
︑
乃
ち
余
毒
は
心
胞
絡
の
間
に
遺
り
︑
邪
火
と
と
も
に
鬱
結

し
て
︑
二
火
亢
極
す
︑
故
に
是
の
証
あ
り
︒
承
気
湯
を
以
て
之
を
下
す
︒）

第
二
十
六
舌
　「
舌
見
外
淡
紅
︑
心
淡
黒
者
︑
如
悪
風
︑
表
未
罷
︑
用
双

解
散
加
解
毒
湯
相
半
︑
微
汗
之
︒
汗
罷
︑
急
下
之
︒
如
結
胸
煩
躁
︑
目

直
視
者
︑
不
治
︒
非
結
胸
者
︑
可
治
︒」（
舌
外
に
淡
紅
を
見
し
︑
心
淡
黒

な
る
と
き
は
︑
悪
風
の
如
く
︑
表
未
だ
罷
ま
ず
︑
双
解
散
を
用
い
て
解
毒
湯

に
加
う
る
こ
と
相
半
︑
微
に
之
を
汗
す
︒
汗
罷
め
ば
︑
急
に
之
を
下
す
︒
結
胸
︑

煩
躁
の
如
き
は
︑
目
直
視
す
る
と
き
は
治
せ
ず
︒
結
胸
に
非
る
と
き
は
︑
治

す
べ
し
︒）

　
敖
氏
は
︑
第
五
舌
と
第
七
舌
は
熱
が
甚
だ
し
い
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と

は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
︒
第
二
十
六
舌
も
ま
た
「
汗
罷
即
下
」
の
治
療
方

法
に
基
づ
い
て
裏
熱
に
よ
る
舌
象
で
あ
る
と
し
て
お
り
︑
淡
紅
舌
が
裏
熱
の

舌
象
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
紅
舌
は
七
つ
あ
り
︑
第
二
︑
第

四
︑
第
六
︑
第
八
か
ら
第
十
一
舌
ま
で
で
あ
る（

29
）

︒

第
二
舌
　「
将
瘟
舌
　
舌
見
純
紅
色
︑
熱
蓄
于
内
而
病
将
発
也
︒
不
問
何

経
︑
宜
用
透
頂
清
神
散
治
之
︒」（
将
瘟
舌
　
舌
純
紅
色
を
見
し
︑
熱
内
に

蓄
え
ら
れ
て
︑
病
将
に
発
せ
ん
と
す
る
な
り
︒
何
の
経
な
る
か
を
問
わ
ず
︑

宜
し
く
透
頂
清
神
散
を
用
い
て
︑
之
を
治
す
べ
し
︒）

第
四
舌
　「
生
斑
舌
　
舌
見
紅
色
︑
而
有
小
黒
点
者
︑
熱
毒
乗
虚
入
胃
︑

蓄
熱
則
発
斑
也
︒
宜
用
元
参
昇
麻
葛
根
湯
︑
化
斑
湯
解
之
︒」（
生
斑
舌

　
舌
紅
色
を
見
し
︑
而
し
て
小
き
黒
点
有
る
と
き
は
︑
熱
毒
虚
に
乗
じ
て
胃

に
入
り
︑
畜
熱
す
れ
ば
則
ち
発
斑
す
︒
宜
し
く
元
参
昇
麻
葛
根
湯
︑
化
斑
湯

を
用
い
て
之
を
解
す
べ
し
︒）
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第
六
舌
　「
黒
尖
舌
　
舌
見
紅
色
︑
尖
見
青
黒
者
︑
水
虚
火
実
︑
腎
熱
所

致
︒
宜
用
竹
葉
石
膏
湯
治
之
︒」（
黒
尖
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑
尖
に
青
黒

を
見
す
と
き
は
︑
水
虚
し
火
実
し
て
︑
腎
熱
の
致
す
所
な
り
︒
宜
し
く
竹
葉

石
膏
湯
を
用
い
て
之
を
治
す
べ
し
︒）

第
八
舌
　「
人
裂
舌
　
舌
見
紅
色
︑
更
有
裂
紋
如
人
字
形
︑
乃
君
火
燔
灼
︑

熱
毒
炎
上
︑故
発
裂
也
︒
宜
用
凉
膈
散
治
之
︒」（
人
裂
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑

更
に
裂
紋
人
字
の
形
の
如
き
有
れ
ば
︑
乃
ち
君
火
燔
灼
し
︑
熱
毒
炎
上
す
︑

故
に
裂
を
発
す
る
な
り
︒
宜
し
く
凉
膈
散
を
用
い
て
之
を
治
す
べ
し
︒）

第
九
舌
　「
虫
砕
舌
　
舌
見
紅
色
︑
更
有
紅
点
如
虫
蝕
之
状
者
︑
乃
熱
毒

熾
甚
︒
火
在
上
︑水
在
下
︑不
能
相
済
故
也
︒
宜
用
小
承
気
湯
下
之
︒」（
虫

砕
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑
更
に
紅
点
虫
蝕
の
状
の
如
き
有
る
と
き
は
︑
乃
ち

熱
毒
熾
ん
な
る
こ
と
甚
だ
し
︒
火
は
上
に
在
り
︑
水
は
下
に
在
り
︑
相
済
す

る
こ
と
を
能
わ
ざ
る
が
故
な
り
︒
宜
し
く
小
承
気
湯
を
用
い
て
之
を
下
す
べ

し
︒）

第
十
舌
　「
裏
黒
舌
　
舌
見
紅
色
︑
内
有
乾
硬
黒
色
︑
形
如
小
長
舌
︑
有

刺
者
︑
此
熱
毒
熾
甚
︑
堅
結
大
腸
︑
金
受
火
制
︑
不
能
平
木
故
也
︒
急

用
調
胃
承
気
湯
下
之
︒」（
裏
黒
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑
内
に
乾
硬
く
な
る
黒

色
有
り
︑
形
は
小
き
長
舌
の
如
く
︑
刺
有
る
と
き
は
︑
此
れ
熱
毒
は
熾
ん
な

る
こ
と
甚
だ
し
く
︑
大
腸
を
堅
結
し
︑
金
は
火
の
制
を
受
け
て
︑
木
を
平
か

に
す
る
能
わ
ざ
る
が
故
な
り
︒
急
い
で
調
胃
承
気
湯
を
用
い
て
之
を
下
す
べ

し
︒）

第
十
一
舌
　「
厥
陰
舌
　
舌
見
紅
色
︑
内
有
黒
紋
者
︑
乃
陰
毒
厥
于
肝
経
︒

肝
主
筋
︑
故
舌
見
如
糸
形
也
︒
用
理
中
合
四
逆
湯
温
之
︒」（
厥
陰
舌
　
舌

紅
色
を
見
し
︑
内
に
黒
紋
有
る
と
き
は
︑
乃
ち
陰
毒
肝
経
に
厥
す
︒
肝
は
筋

を
主
る
︑
故
に
舌
は
糸
形
の
如
き
を
見
す
な
り
︒
理
中
合
四
逆
湯
を
用
い
て

之
を
温
む
︒）

　
上
述
の
七
つ
の
紅
舌
の
中
で
︑
六
つ
が
熱
証
︑
一
つ
が
寒
証
と
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
前
の
段
階
の
淡
紅
舌
に
比
べ
て
︑
紅
舌
の
病
機
は
「
毒
」
の
一
文

字
が
追
加
さ
れ
て
い
る
︒
中
医
は
し
ば
し
ば
「
毒
」
と
い
う
字
で
病
状
が
重

い
こ
と
を
表
す
た
め
︑
舌
の
色
が
「
紅
」（
赤
い
）
場
合
︑
そ
の
熱
象
が
淡
紅

舌
よ
り
も
重
い
と
敖
氏
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
ゆ
え
に
︑

敖
氏
が
「
淡
紅
」
と
「
紅
」
の
区
別
を
厳
格
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
の
第
一
か
ら
第
十
二
舌
は
敖
氏
が
書
い
た
も
の
で
あ

り
︑
第
十
三
舌
か
ら
三
十
六
舌
は
杜
清
碧
が
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を

見
る
と
︑
舌
色
が
紅
い
方
に
変
化
し
て
い
く
か
ど
う
か
を
観
察
す
る
こ
と
こ

そ
︑
敖
氏
に
よ
る
傷
寒
病
の
舌
診
の
重
点
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒
舌

が
淡
紅
色
な
の
か
︑
紅
（
赤
）
色
な
の
か
が
︑
裏
熱
の
軽
重
を
判
断
す
る
尺
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度
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
以
降
︑
淡
紅
舌
を
め
ぐ
る
論
述
は
︑
諸
説
紛
紛
の
段
階
に
入
っ
て
い

く
︒
総
括
す
る
と
︑
淡
紅
舌
は
以
下
の
六
つ
の
状
況
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と

い
え
る
︒

①
熱
証

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
の
見
解
に
従
い
︑
傷
寒
病
の
中
で
︑
淡
紅
舌
は
体
内

に
裏
熱
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
認
識
す
る
も
の
で
︑
例
え
ば
『
四
診

抉
微（

30
）

』
に
は
︑「
舌
淡
紅
而
砕
裂
如
川
字
紋
者
︑
外
症
神
昏
︑
自
利
︑
用
導
赤

散
︑
加
黄
連
︑
再
用
生
脈
散
︑
加
黄
連
︑
棗
仁
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
ま
た
医
家
の
中
に
は
︑
淡
紅
舌
は
内
傷
病
で
も
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
者

も
い
る
︒
例
え
ば
『
舌
胎
統
誌
』
に
は
︑「
淡
紅
舌
両
辺
白
沫
白
涎
︑
為
相
火

之
動

（
31
）

」
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑『
望
診
遵
経（

32
）

』
に
は
︑「
苔
薄
而
渋
︑
舌
淡
紅

者
︑
虚
熱
也
」
と
︑
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
淡
紅
舌
の
診
断
範
囲
が
実
熱

証
か
ら
虚
熱
証
に
ま
で
拡
げ
て
語
ら
れ
て
い
る
︒

②
虚
証

　
淡
紅
舌
は
虚
証
を
主
す
る
と
い
う
認
識
の
過
程
に
お
い
て
︑
最
も
早
く
気

づ
か
れ
た
の
は
淡
紅
舌
と
胃
津
傷
と
の
関
係
で
あ
り
︑『
温
熱
論（

33
）

』
の
中
に
は

「
舌
若
淡
紅
無
色
︑
或
乾
而
色
不
栄
者
︑
乃
是
胃
津
傷
而
気
無
化
液
也
」（
舌

若
し
淡
紅
無
色
︑
或
は
乾
き
て
色
栄
え
ざ
る
も
の
は
︑
是
こ
に
及
び
て
胃
の
津
は
傷

ら
れ
︑
而
し
て
気
は
液
に
化
す
る
こ
と
無
き
な
り
）
と
書
か
れ
て
お
り
︑『
厘
正

按
摩
要
術
』（
一
八
八
八
年
）︑『
形
色
外
診
簡
摩
』（
一
八
九
四
年
）︑『
用
薬
禁

忌
書
』（
一
九
二
〇
年
）
等
の
著
作
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
︒『
望
診
遵
経
』

（
一
八
七
五
年
）
は
さ
ら
に
「
淡
紅
者
為
不
及
」
の
観
点
を
提
起
し
︑
淡
紅
舌

が
現
れ
る
根
本
原
因
は
虚
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
後
世
の
医

家
は
数
々
の
論
述
を
し
て
お
り
︑
例
え
ば
淡
紅
舌
は
脾
虚
︑
気
虚
︑
陽
虚
で

見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
な
ど
が
あ
る
︒

　『
傷
寒
指
掌（

34
）

』（
一
七
九
六
年
）
は
︑「
不
拘
傷
寒
雑
症
︑
正
気
虚
者
︑
其
舌

胎
必
嬌
嫩
而
薄
︑
或
淡
紅
︑
或
微
白
︑
皆
可
投
補
」（
傷
寒·

雑
症
に
拘
ら
ず
︑

正
気
虚
な
る
と
き
は
︑
其
の
舌
胎
は
必
ず
嬌
嫩
薄
く
︑
或
は
淡
紅
︑
或
は
微
白
な
り
︑

皆
な
補
を
投
す
べ
く
）
と
述
べ
て
お
り
︑『
望
診
遵
経
』
は
さ
ら
に
「
淡
紅
者

為
不
及（

35
）

」
と
概
括
し
て
︑
淡
紅
舌
の
根
本
的
な
原
因
が
虚
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
淡
紅
舌
が
脾
虚
︑
気
虚
︑
陽
虚
︑
血
虚
な
ど
に
み
ら

れ
る
こ
と
が
次
々
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

③
寒
証

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
に
は
「
厥
陰
舌
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
が
︑
同
書

の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
舌
色
は
紅
色
で
あ
る
︒
寒
証
の
場
合
に
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
︑
後
世
に
な
っ
て
舌
色
は
淡
紅
色
で
あ
る
と
修
正
さ
れ
た
︒

例
え
ば
『
四
診
抉
微
』
に
は
︑「
舌
淡
紅
而
中
見
紫
黒
筋
数
道
者
︑
此
厥
陰
真

寒
症
也
」（
舌
淡
紅
に
て
︑
中
に
紫
黒
の
筋
数
道
を
見
す
と
き
は
︑
此
れ
厥
陰
の
真
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寒
症
と
な
り（

36
）

）︑『
望
診
遵
経
』
に
は
︑「
舌
淡
紅
︑
中
見
紫
黒
筋
数
道
者
︑
厥

陰
之
寒
証
也
」（
舌
淡
紅
︑
中
に
紫
黒
の
筋
数
道
を
見
す
と
き
は
︑
厥
陰
の
寒
証
と

為
す（

37
）

）
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
︑
後
世
に
な
っ
て
寒
証
で

現
れ
た
淡
紅
舌
を
記
録
し
た
医
家
が
い
た
︒
例
え
ば
『
類
証
治
裁
』（
一
八
三
九

年
）
に
は
︑「
若
無
苔
而
舌
白
兼
淡
紅
者
︑
方
是
虚
寒
︑
亦
非
温
症
」（
若
し

苔
無
く
し
て
舌
白
淡
紅
を
兼
ね
る
も
の
は
︑
方
に
是
れ
虚
寒
に
し
て
︑
亦
温
症
に
非

ず（
38
）

）︑『
重
訂
広
温
熱
論
』（
一
九
一
一
年
）
の
「
陽
虚
当
補
之
候
」
で
は
陽
虚

の
舌
象
の
特
徴
が
「
舌
淡
紅
而
胖
嫩
︑
或
微
白
而
円
厚
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る（
39
）

︒
④
正
常
な
人

　
清
代
の
医
家
は
︑
淡
紅
舌
が
健
康
な
人
の
舌
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
打
ち

出
し
た
︒『
舌
胎
統
誌
』︑『
舌
鑑
弁
証
』︑『
四
診
要
訣
』
な
ど
の
診
断
学
専
門

書
に
は
︑
み
な
そ
れ
に
関
連
す
る
論
述
が
あ
る
︒
民
国
時
代
に
は
︑
淡
紅
舌

が
正
常
な
舌
色
で
あ
る
と
い
う
の
は
医
家
の
間
で
共
通
認
識
と
な
っ
た
︒

⑤
体
質
特
徴

　
こ
の
観
点
は
民
国
の
時
期
に
出
現
し
た
︒
例
え
ば
『
彩
図 

辨
舌
指
南
』
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
強
壮
体
︑
中
等
質
︑
卒
中
質
は
み
な
︑
舌
が
淡
紅
で
あ
る

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
︒

⑥
疾
病
の
軽
重
と
予
後
の
判
断

　
痘
疹
︑
痧
な
ど
の
外
感
病
で
は
︑
舌
が
淡
紅
で
あ
る
こ
と
は
︑
疾
病
の
軽

重
を
判
断
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
︒
例
え
ば
『
痧
脹
玉
衡
』
で

は
︑「
痧
者
︑
急
症
也
︒
︙
︙
治
宜
先
観
其
唇
舌
︒
色
黒
者
凶
︑
色
黄
者
重
︑

色
淡
紅
者
︑
較
之
略
軽
」（
痧
は
︑
急
症
な
り
︒
︙
︙
治
す
る
に
は
宜
し
く
先
に

其
の
唇
舌
を
観
る
べ
し
︒
色
黒
き
も
の
は
凶
︑
色
黄
な
る
も
の
は
重
し
︑
色
淡
紅
な

る
も
の
は
︑
之
に
較
べ
て
や
や
軽
し（

40
）

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒『
舌
診
問
答
』

（
一
九
四
七
年
）
で
は
︑
病
証
が
重
く
な
っ
た
時
︑「
其
苔
常
由
淡
紅
微
潤
変
為

深
紅
︑
而
乾
︑
而
紫
︑
而
光
」（
其
の
苔
は
常
に
淡
紅
微
潤
よ
り
変
じ
て
深
紅
と

為
り
︑
す
な
わ
ち
乾
き
︑
す
な
わ
ち
紫
を
お
び
︑
す
な
わ
ち
光
る
）
と
さ
れ
て
い

る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
淡
紅
舌
は
議
論
が
最
も
多
く
︑
解
釈

も
多
い
舌
象
で
あ
る
︒

　
健
康
な
人
に
も
見
ら
れ
る
し
︑
病
人
に
も
見
ら
れ
る
︒
熱
証
に
も
見
ら
れ

る
し
︑
寒
証
に
も
見
ら
れ
る
︒
実
証
に
も
見
ら
れ
る
し
︑
虚
証
に
も
見
ら
れ

る
︒
こ
う
い
う
現
象
が
起
こ
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
淡

紅
舌
の
診
断
上
の
複
雑
性
以
外
に
︑
筆
者
は
も
う
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
た

い
︒
そ
れ
は
視
覚
の
共
通
認
識
の
問
題
で
あ
る
︒

　
淡
紅
舌
は
正
常
な
舌
色
で
あ
る
と
同
時
に
︑
病
気
に
な
っ
た
時
の
舌
色
変

化
の
起
点
で
も
あ
る
︒
淡
紅
舌
が
浅
い
色
の
方
に
発
展
す
れ
ば
︑
淡
白
舌
︑
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淡
紫
舌
な
ど
と
な
り
得
る
し
︑
深
い
色
の
方
に
発
展
す
れ
ば
︑
紅
舌
︑
絳
舌
︑

絳
紫
舌
︑
紫
舌
な
ど
と
な
り
得
る
︒
健
常
者
の
淡
紅
舌
は
︑
そ
れ
自
身
も
淡

紅
色
を
中
心
と
し
た
色
の
区
間
に
あ
る
の
だ
が
︑
も
し
色
を
測
量
す
る
尺
度

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
︑
各
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
淡
紅
舌
は
ど

う
し
て
も
主
観
性
を
帯
び
て
し
ま
う
︒
上
に
述
べ
た
淡
紅
舌
が
虚
実
寒
熱
な

ど
各
種
状
況
で
見
ら
れ
る
理
由
は
︑
淡
紅
舌
に
つ
い
て
の
視
覚
の
共
通
認
識

が
未
だ
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
︒

　
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
中
国
古
代
の
医
家
は
二
つ
の
方
法
を
採

用
し
た
︒
一
つ
は
さ
ら
に
具
体
的
に
色
を
描
写
す
る
こ
と
で
︑
例
え
ば
林
佩

琴
は
「
舌
白
兼
淡
紅
」
と
表
現
し
て
︑
舌
色
が
淡
白
色
と
淡
紅
色
の
間
に
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑『
舌
胎
統
誌
』
が
紅
舌
を
描
写
す
る
時
に
は
︑

「
舌
正
紅
者
︑
為
較
之
淡
紅
而
無
粉
色
︑
比
之
血
色
而
又
浅
淡
也
」（
舌
正
紅

な
る
も
の
は
︑
之
を
淡
紅
に
較
べ
て
粉
色
無
く
︑
之
を
血
色
に
較
べ
て
︑
又
浅
淡
と

な
り
）
と
述
べ
︑
色
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
描
写
で
舌
色
を
認
識
し
て
い
く

こ
と
を
通
し
て
視
覚
の
共
通
認
識
を
期
待
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
も
う
一
つ
の
方
法
は
比
喩
で
あ
る
︒
例
え
ば
淡
紅
色
を
描
写
す
る
時
に
︑

「
所
謂
淡
紅
者
︑
桃
紅
也
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
あ
る
︒
清
代
末
期
に

出
版
さ
れ
た
舌
診
の
著
作
の
中
で
は
︑
比
喩
は
最
も
豊
富
に
使
わ
れ
て
い
る
︒

例
え
ば
『
察
舌
辨
症
新
法（

41
）

』
の
中
の
「
舌
質
深
紅
︑
如
紅
蘿
蔔
乾
有
塩
霜
」

（
舌
質
は
深
紅
な
り
︑
紅
蘿
蔔
の
乾
き
て
塩
霜
有
る
が
如
し
）
や
︑
舌
苔
の
黄
色

い
こ
と
を
「
粟
米
染
着
」︑「
卵
黄
」︑「
炒
っ
た
枳き

殻こ
く

の
色
」
な
ど
と
例
え
て

い
る
︒
人
が
み
な
知
っ
て
い
る
︑
熟
知
し
て
い
る
色
で
舌
の
色
を
表
す
こ
と

に
よ
っ
て
︑
医
者
の
舌
象
に
対
す
る
共
同
認
識
を
構
築
す
る
わ
け
で
あ
る
︒

　
舌
診
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
は
︑
日
本
の
医
家
は
第
三
の
方
法
を
採
用

し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
彩
色
舌
図
を
描
く
こ
と
で
あ
る
︒
色
彩
を
用
い
て
視
覚

の
共
通
認
識
の
構
築
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
（
図
12
︑
13
）︒

　
こ
の
手
法
は
の
ち
に
中
国
に
も
影
響
を
与
え
︑
民
国
の
時
代
に
は
︑
中
国

で
も
彩
色
画
の
つ
い
た
舌
診
専
門
書
が
出
現
し
た
（
図
14
）︒
た
だ
し
︑
こ
れ

ら
の
彩
色
画
を
見
て
み
る
と
︑
次
に
述
べ
る
薛
立
斎
の
や
り
方
も
十
分
に
理

由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑
絵
に
描
か
れ
た
の
と
同
じ
よ

う
な
舌
象
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
薛
立
斎
は
歴
史
上
初
め
て
舌
診
の
著
作
を
刻
し
た
人
物
で
あ
る
︒
彼
は
刻

し
た
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
を
刊
行
す
る
に
あ
た
り
︑
序
文
の
中
で
こ
う
述

べ
て
い
る
︒「
大
医
官
舎
本
皆
以
五
彩
︑
恐
其
久
而
色
渝
︑
因
致
謬
誤
︑
乃
分

注
其
色
于
上
︑
使
人
得
以
意
会
焉
」︒
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
皇
家
図
書

館
が
保
存
し
て
い
る
舌
診
書
は
み
な
彩
色
で
あ
る
︒
た
だ
︑
刊
行
し
た
時
に

彩
色
画
を
採
用
し
て
も
︑
絵
の
色
彩
は
時
間
と
と
も
に
褪
せ
て
い
く
の
で
︑

読
者
各
位
に
誤
解
を
与
え
る
の
を
避
け
る
た
め
に
︑
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
文

字
に
よ
る
説
明
を
舌
図
の
色
に
注
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
作
者
の
本
来
の
意

図
を
伝
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
図
15
）︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
歴
史
上
︑
舌
象
の
色
を
識
別
す
る
に
は
三
種
類
の
方
法
が

採
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
舌
診
に
お
け
る
視
覚
の
共
同
認
識
の
問
題
は
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図 12　『池田先生唇舌図』の舌図（例 1）（42） 図 13　『池田先生唇舌図』の舌図（例 2）

図 14　『彩図　弁舌指南』の舌図

図 15　  『外傷金鏡録』（『敖氏傷寒金鏡録』の一つの
伝本）の舌図（43）
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現
代
に
至
る
ま
で
妥
当
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
中
で
も
淡
紅
舌
は
︑

依
然
と
し
て
臨
床
上
最
も
複
雑
で
︑
最
も
共
同
認
識
を
構
築
し
に
く
い
舌
色

で
あ
る
︒

　
歴
史
を
紐
解
き
︑
正
常
な
舌
象
の
認
識
過
程
を
整
理
し
て
い
く
目
的
は
︑

中
医
学
術
思
考
の
特
性
を
理
解
し
︑
そ
の
特
性
の
持
つ
優
位
性
と
︑
そ
こ
に

存
在
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
清
末
民
国
時
代
の
医

家
は
︑
舌
診
を
中
医
学
と
西
洋
医
学
を
合
流
さ
せ
る
た
め
の
切
り
口
と
す
る

こ
と
を
選
ん
で
い
っ
た
︒
彼
ら
に
よ
る
と
︑
中
医
学
と
西
洋
医
学
の
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
は
︑「
西
医
重
実
迹
︑
中
医
重
気
化（

44
）

」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
舌
診

は
︑
形
の
あ
る
身
体
と
い
う
「
実
迹
」
と
︑
生
命
運
動
の
表
現
と
そ
の
状
態

で
あ
る
「
気
化
」
の
両
方
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
最
も
適
切
な

研
究
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
気
化
と
い
う
の
は
決
し
て
玄
学
空
論
の
類

い
で
は
な
く
︑
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒「
気
化
」
が
「
実
迹
」
と
違
っ
て

い
る
の
は
︑
身
体
の
状
態
を
観
察
す
る
に
は
︑
整
体
（
身
体
全
体
）
の
角
度
か

ら
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
ど
の
よ
う
に
し
て
常
に
整
体
の
高
み
を
立
脚
点
に
す
る
こ
と
を
確
保
し
つ

つ
︑
舌
診
の
視
覚
共
同
認
識
を
確
立
し
て
い
く
べ
き
か
︒
そ
れ
が
本
研
究
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
た
な
重
要
な
課
題
で
あ
り
︑
研
究
の
新
た
な
始
点
で
も

あ
る
︒

注（
1
）  

『
黄
帝
内
経
素
問
』
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
︑
一
九
六
三
年
︑
一
八
四
頁
︑

一
八
八
頁
︒

（
2
）  

『
霊
枢
経
』︑『
中
国
科
学
技
術
典
籍
通
彙
』
医
学
巻
一
所
収
︑
鄭
州
・
河
南
教
育
出

版
社
︑
一
九
九
三
年
︑
三
七
〇
頁
︒

（
3
）  

東
漢
張
仲
景
『
傷
寒
論
』
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑

二
十
四
︑五
十
五
︑七
十
四
頁
︒

（
4
）  

宋 

成
無
己
『
傷
寒
明
理
論
』︑『
中
国
医
学
大
成
』
四
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科
学

技
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
十
四
～
三
十
五
頁
︒

（
5
）  

同
（
2
）︑
三
八
二
頁
︒

（
6
）  

同
（
1
）︑
三
十
七
～
三
十
八
頁
︒

（
7
）  

元 

杜
清
碧
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』
十
冊
所
収
︑
上
海
・

上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
～
二
頁
︒

（
8
）  

元 

杜
清
碧
︑
史
介
石 

重
訂
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
上
海
・
上
海
衛
生
出
版
社
︑

一
九
五
六
年
︑
六
頁
︒

（
9
）  

明 

李
梴
『
医
学
入
門
』
上
冊
︑
太
原
・
山
西
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︑

六
七
〇
頁
︒

（
10
）  

清 

高
世
栻
『
医
学
真
伝
』
南
京
・
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八
三
年
︑

二
十
九
～
三
十
五
頁
︒

（
11
）  

清 

章
虚
谷
『
増
批
評
点
医
門
棒
喝
』
台
北
・
自
由
出
版
社
︑
一
九
七
三
年
︑

三
七
三
～
三
七
四
頁
︒

（
12
）  

清 

石
寿
棠
『
医
原
』『
中
国
医
学
大
成
』
二
十
一
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科
学
技
術

出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
四
十
三
頁
︒

（
13
）  
清 
費
伯
雄
『
医
醇
賸
義
』
塩
城
・
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑
九
頁
︒

（
14
）  

清 
傅
松
元
『
舌
胎
統
誌
』︑『
臨
床
漢
方
診
断
学
叢
書
』
二
十
八
冊
所
収
︑
大
阪
・

オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
二
十
六
～
二
十
七
頁
︒

（
15
）  

清 

周
学
海
『
形
色
外
診
簡
摩
』
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
︑
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八
十
九
頁
︒

（
16
）  

曹
炳
章
『
彩
図 

弁
舌
指
南
』
南
京
・
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
六
二
年
︑

十
八
頁
︒

（
17
）  
秦
伯
未
『
診
断
学
講
義
』︑『
中
医
舌
診
大
全
』
所
収
︑
北
京
・
学
苑
出
版
社
︑

一
九
九
五
年
︑
四
四
一
頁
︒

（
18
）  

相
賀
徹
夫
『
日
本
大
百
科
全
書
』
十
四
︑
東
京
・
小
学
館
︑
一
九
八
七
年
︑
五
七
四

頁
︒

（
19
）  

唐 

李
鼎
祚
『
周
易
集
解
』︑『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
七
冊
所
収
︑
台
北
・
台
湾

商
務
印
書
館
︑
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
︑
八
三
五
～
八
三
六
頁
︒

（
20
）  

宋 

程
頤
『
伊
川
易
伝
』︑『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
九
冊
所
収
︑
台
北
・
台
湾
商

務
印
書
館
︑
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
︑
一
五
八
頁
︒

（
21
）  

同
（
4
）︑
三
十
五
～
三
十
六
頁
︒

（
22
）  

金 

劉
完
素
『
素
問
玄
機
原
病
式
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』
十
七
冊
所
収
︑
上
海
・

上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
三
十
一
頁
︒

（
23
）  

同
（
7
）︑
五
︑九
︑十
二
︑十
五
～
十
六
頁
︒

（
24
）  

吉
益
東
洞
『
古
書
医
言
』
巻
之
四
︑皇
都
書
林
︑浪
華
書
林
︑文
化
十
一
年
（
一
八
一
四

年
）︑
十
八
頁
︒

（
25
）  

同
（
24
）︑
三
十
頁
︒

（
26
）  

吉
益
東
洞
（
述
）︑
鶴
冲
（
編
）『
医
断
』
浪
華
書
林
︑
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
年
）︑

三
～
四
頁
︒

（
27
）  

吉
益
東
洞
『
東
洞
先
生
腹
診
傳
』︑『
日
本
漢
方
腹
診
叢
書
』
五
冊
所
収
︑
大
阪
・

オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
七
十
一
～
七
十
三
頁
︒

（
28
）  

同
（
7
）︑
九
︑十
二
︑三
十
六
頁
︒

（
29
）  

同
（
7
）︑
三
︑七
︑十
一
︑十
三
～
十
七
頁
︒

（
30
）  

清 

林
慎
庵
『
四
診
抉
微
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』
十
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科

学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
八
十
七
頁
︒

（
31
）  

同
（
14
）︑
四
頁
︒

（
32
）  

清 

汪
宏
『
望
診
遵
経
』
上
海
・
上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
五
九
年
︑
六
十
五
頁
︒

（
33
）  

清 

葉
桂
『
温
熱
論
』︑『
中
国
科
学
技
術
典
籍
通
彙
』
医
学
巻
三
所
収
︑
鄭
州
・
河

南
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︒

（
34
）  

清 

呉
坤
安
『
傷
寒
指
掌
』
上
海
・
上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
五
九
年
︑

三
十
三
頁
︒

（
35
）  

同
（
32
）︑
五
十
七
頁
︒

（
36
）  

同
（
30
）︑
九
十
一
頁
︒

（
37
）  

同
（
32
）︑
六
十
一
頁
︒

（
38
）  

清 

林
珮
琴
『
類
証
治
裁
』
上
海
・
上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑

五
一
六
頁
︒

（
39
）  

清 

戴
天
章
著
︑
何
廉
臣
重
訂
『
重
訂
広
温
熱
論
』
福
州
・
福
建
科
学
技
術
出
版
社
︑

二
〇
〇
五
年
︑
二
四
〇
～
二
四
一
頁
︒

（
40
）  

清 

郭
右
陶
『
痧
脹
玉
衡
』︑『
中
国
医
学
大
成
』
十
五
冊
所
収
巻
上
︑
上
海
・
上
海

科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
六
頁
︒

（
41
）  

劉
恒
瑞
『
察
舌
辨
症
新
法
』︑『
中
国
医
学
大
成
』
十
二
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科

学
技
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
～
六
︑九
頁
︒

（
42
）  

『
池
田
先
生
唇
舌
図
』
京
都
大
学
附
属
図
書
館
富
士
川
文
庫
蔵
写
本
︒

（
43
）  

明 

薛
己
『
外
傷
金
鏡
録
』︑『
薛
己
医
案
二
四
種
』
所
収
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
所

蔵
刊
本
︑
六
頁
︒

（
44
）  

同
（
16
）︑
巻
一
︑二
頁
︒

謝
辞

　
本
稿
の
完
成
す
る
過
程
に
お
け
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

ク
レ
イ
ン
ス
先
生
と
名
誉
教
授
山
田
慶
兒
先
生
の
ご
指
導
に
感
謝
す
る
︒
ま
た
日
本
語
の

翻
訳
を
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
吉
川
淳
子
女
史
︑
光
平
有
希
女
史
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
︒
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は
じ
め
に

　
筧
克
彦
は
︑
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
の
教
授
で
あ
り
な
が
ら
︑
宗
教
と

し
て
の
神
道
の
信
仰
が
天
皇
崇
拝
及
び
国
体
の
護
持
に
結
び
つ
く
と
い
う
︑

独
自
の
神
道
体
系
で
あ
る
「
古
神
道
」「
神
な
が
ら
の
道
」
を
唱
え
た
人
物
で

あ
る（

1
）

︒
筧
は
独
自
の
神
道
思
想
を
唱
え
た
た
め
に
︑
法
学
者
や
哲
学
者
の
み

な
ら
ず
宗
教
人
か
ら
も
疎
ん
じ
ら
れ
︑「
特
に
神
道
人
か
ら
は
︑﹁
筧
神
道
﹂

の
独
断
と
敬
遠
」
さ
れ
た（

2
）

︒
し
か
し
︑
こ
の
筧
の
思
想
に
賛
同
し
た
も
の
も

多
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑
大
正
天
皇
の
后
で
あ
る
貞
明
皇
后
︑
満
州
移
民
を
推

進
し
た
加
藤
完
治
︑
少
年
運
動
に
深
く
関
わ
っ
た
二
荒
芳
徳
︑
官
僚
と
し
て

植
民
地
に
手
腕
を
ふ
る
っ
た
石
黒
英
彦
や
守
屋
栄
夫
な
ど
多
く
の
有
力
人
物

に
影
響
を
与
え
て
い
る
︒

　
と
こ
ろ
で
現
在
︑
筧
克
彦
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
筧
の
思
想
に
問
題
性
を

見
出
し
批
判
的
に
研
究
す
る
竹
田
稔
和
︑
鈴
木
貞
美
︑
石
川
健
治
と
神
道
教

育
の
立
場
か
ら
肯
定
的
に
評
価
す
る
中
道
豪
一
と
の
二
つ
が
あ
る
︒
批
判
的

な
立
場
に
た
つ
竹
田
稔
和
は
︑
筧
の
古
神
道
論
に
つ
い
て
西
洋
思
想
を
剽
窃

し
︑
訳
の
わ
か
ら
な
い
学
説
を
展
開
し
た
「
バ
ル
バ
ラ
イ
」︑
あ
る
い
は
独
断

主
義
の
「
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
陥
っ
た
思
想
で
あ
る
と
厳
し
い
評
価
を
下

し
て
い
る（

3
）

︒
鈴
木
貞
美
も
筧
の
生
命
主
義
は
個
人
の
生
命
を
天
皇
制
国
家
に

供
出
さ
せ
る
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
天
皇
主
義
」
で
あ
る
と
論
断
し
て
い
る（

4
）

︒

石
川
健
治
は
筧
が
ギ
ー
ル
ケ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
に
学
ん
だ
留
学
の
成
果
を
考
え

れ
ば
︑
同
年
代
の
著
名
な
法
学
者
で
あ
る
美
濃
部
達
吉
を
も
越
え
る
可
能
性

を
有
し
て
い
た
と
評
価
し
て
い
る
が
︑
神
な
が
ら
の
道
の
研
究
に
没
頭
し
て

い
っ
た
た
め
に
︑「
言
説
の
陳
腐
化
と
研
究
者
と
し
て
の
エ
ー
ト
ス
の
低
下
が

生
じ
た
」
と
批
判
し
て
い
る（

5
）

︒
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
神
道
学
者
の
中
道

一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
筧
克
彦
の
思
想

西
田
彰
一

研
究
ノ
ー
ト
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豪
一
は
︑
筧
を
無
条
件
に
「
神
が
か
り
」︑「
奇
矯
」
と
決
め
つ
け
た
も
の
で

あ
り
︑
実
証
性
に
問
題
が
あ
る
と
批
判
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
筧
の
「
人
の
心
・

行
い
に
注
力
し
た
」
神
道
論
は
「
心
の
在
り
方
と
い
う
普
遍
的
問
題
」
に
挑

ん
だ
神
道
論
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る（

6
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
筧
の
思
想
は
批
判
と
肯
定
の
両
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
研
究
は
中
期
以
降
の
思
想
で
あ
る
『
仏
教
哲
理
』

（
一
九
一
一
年
）
や
『
国
家
の
研
究
』（
一
九
一
三
年
）︑
あ
る
い
は
主
著
で
あ
る

『
神
な
が
ら
の
道
』（
一
九
二
六
年
）
に
注
目
し
て
い
る
た
め
︑
そ
も
そ
も
法
学

者
で
あ
っ
た
筧
が
な
ぜ
宗
教
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
問

題
意
識
を
持
っ
て
研
究
を
始
め
た
の
か
︑
と
い
う
初
期
の
思
想
の
研
究
は
未

だ
に
本
格
的
な
研
究
が
な
い
︒
時
期
で
言
え
ば
︑
ド
イ
ツ
留
学
帰
国
直
後
（
東

大
助
教
授
就
任
）
か
ら
仏
教
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
一
九
〇
〇
年
代
の
筧
の

思
想
が
未
だ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（

7
）

︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は

本
格
的
に
宗
教
を
論
じ
る
よ
う
に
な
る
前
の
筧
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑

筧
が
何
を
求
め
て
そ
の
学
問
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
し
た
い
︒

　
そ
の
際
に
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
︑
当
時
の
筧
克
彦
が
自
我
の
自
由
と
主

体
の
自
覚
的
な
活
動
（
＝
筧
の
言
葉
で
言
え
ば
「
活
働
」）
を
重
視
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
筧
克
彦
の
い
う
自
我
の
自
由
と
は
︑
個
人
が
自
由
意
思

か
ら
国
家
に
貢
献
す
る
こ
と
は
︑
個
人
の
自
由
を
よ
り
増
進
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒
勿
論
こ
れ
は
︑
今
日
的
な
意
味
で
の
自
由
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑

筧
の
議
論
を
批
判
す
る
に
し
ろ
評
価
す
る
に
し
ろ
︑
ま
ず
は
こ
の
論
理
が
ど

の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
解
き
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
︒

　
こ
の
た
め
に
︑
筆
者
は
主
に
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
九
年
ま
で
の
六
年

間
の
論
文
の
分
析
を
通
し
て
︑
筧
の
初
期
の
問
題
意
識
と
思
想
を
明
ら
か
に

す
る
︒
そ
し
て
︑
留
学
中
に
学
ん
だ
ギ
ー
ル
ケ
と
の
差
異
か
ら
︑
当
時
の
筧

の
思
想
の
骨
子
が
①
自
我
の
自
由
の
希
求
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
︑
②
自
我
を

通
し
た
社
会
と
国
家
へ
の
つ
な
が
り
︑
③
天
皇
制
国
家
に
お
け
る
自
由
の
実

現
︑
④
宗
教
を
通
し
た
意
識
の
発
達
の
四
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒
こ

の
う
え
で
︑
筧
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
仏
教
及
び
「
神
な
が
ら
の
道
」
に
み

ら
れ
る
宗
教
的
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
示
し
た
い
︒

　

一
　
歴
史
法
学
者
　
筧
克
彦

　
学
者
と
し
て
の
筧
克
彦
の
最
も
古
い
記
録
は
「
独
逸
に
於
け
る
行
政
法
研

究
の
状
況
」
で
あ
る（

8
）

︒
こ
れ
は
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
の
研
究
会
で
あ
る

「
法
理
研
究
会
」
で
行
わ
れ
た
報
告
と
討
論
の
記
録
で
あ
る
︒『
法
学
協
会
雑

誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
討
論
要
旨
に
よ
れ
ば
︑
筧
は
ド
イ
ツ
の
行
政
法
研
究
で

は
「
自
然
法
説
が
既
に
破
れ
て
歴
史
的
研
究
」
が
盛
ん
で
あ
る
と
し
て
︑
自

身
も
歴
史
的
研
究
の
立
場
を
支
持
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
独
一
五
一
一
頁
）︒

こ
れ
が
当
時
自
然
法
説
の
大
家
で
あ
っ
た
梅
謙
次
郎
の
逆
鱗
に
触
れ
た
︒
梅

は
︑
自
然
法
お
よ
び
自
然
人
は
普
遍
的
な
存
在
で
あ
り
︑
歴
史
は
そ
の
下
位
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的
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
︑
筧
の
歴
史
学
説
を
批
判
す
る
（
独

一
五
一
二
頁
）︒
さ
ら
に
当
時
法
理
学
会
の
会
長
で
︑
梅
の
自
然
法
思
想
と
は

対
立
す
る
歴
史
法
学
の
立
場
に
た
つ
穂
積
陳
重
も
︑
自
分
は
歴
史
法
学
の
立

場
に
あ
る
が
︑
法
律
と
は
人
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
自
然
力
の
一
種
で
あ
る

こ
と
は
認
め
︑
自
然
法
が
既
に
破
れ
た
と
い
う
の
は
不
適
切
で
は
な
い
か
と

梅
を
支
持
す
る
立
場
を
表
明
す
る
（
同
右
）︒
か
つ
て
民
法
典
編
纂
を
巡
っ
て

大
論
争
を
繰
り
広
げ
た
両
者
が
︑
当
時
弱
冠
三
十
一
歳
の
筧
を
と
も
に
批
判

し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
筧
は
二
人
の
大
家
の
批
判
に
対
し
て
果
敢
に
も

反
撃
を
試
み
て
い
る
︒
筧
曰
く
︑「
歴
史
派
の
根
拠
は
個
人
の
考
案
を
疑
ふ
に

在
り
心
理
学
が
未
だ
完
全
な
ら
ず
し
て
標
準
と
す
る
に
苦
む
に
在
る
の
み
此

二
者
を
疑
ふ
に
於
て
は
自
己
学
説
の
﹁
テ
ス
ト
﹂
を
為
す
も
の
は
歴
史
の
外

之
な
か
る
可
を
以
て
な
り
」
と
（
同
右
）︒
筧
に
と
っ
て
は
︑
自
然
法
学
説
が

理
想
と
す
る
自
然
人
は
︑
歴
史
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
客
観
性
を
喪
っ
た

曖
昧
な
存
在
で
し
か
な
い
︒
個
人
の
内
面
を
解
明
す
る
心
理
学
も
学
問
と
し

て
未
熟
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
歴
史
こ
そ
が
法
の
基
準
と
な
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
反
論
し
た
の
で
あ
る
︒
新
進
気
鋭
の
学
者
が
大
物
二
人
を

相
手
に
と
っ
た
こ
の
日
の
報
告
は
︑「
議
論
百
出
尽
く
る
所
ろマ
マ

を
知
ら
ず
鐘
声

の
多
き
に
驚
き
初
め
て
散
会
す
る
に
至
る
」
ま
で
会
場
を
賑
わ
し
た
（
同
右
）︒

　
こ
う
し
て
筧
は
学
者
と
し
て
独
り
立
ち
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
歴
史
研
究
を

重
視
す
る
立
場
を
表
明
し
た
︒
こ
れ
は
︑
た
と
え
自
然
法
思
想
の
大
家
で

あ
っ
た
梅
か
ら
批
判
さ
れ
て
も
︑
自
ら
が
歴
史
法
学
を
支
持
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
歴
史
法
学
の
な
か
で
も
︑
穂
積
の
よ
う
に
古
代
の

ロ
ー
マ
法
を
法
の
普
遍
的
な
理
想
と
位
置
づ
け
る
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
の
歴
史
法

学
で
は
な
く
︑
民
族
固
有
の
特
殊
な
歴
史
︑
精
神
を
重
視
す
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス

テ
ン
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
で
い
く
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
の

ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
と
筧
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
と
し
て
︑
ま
ず
は

当
時
の
筧
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
述
べ
て
い
た
の
か
に
注
目
す
る
と
し
よ
う
︒

　
筧
は
「
法
ノ
本
質
ヲ
論
ズ
」
と
い
う
一
連
の
論
文
で
︑
自
ら
の
思
想
を
初

め
て
詳
細
に
論
述
し
て
い
る（

9
）

︒
こ
の
論
文
は
『
法
学
協
会
雑
誌
』
に
三
号
に

分
け
て
連
載
さ
れ
た
︑
全
三
部
構
成
で
あ
る
︒
ま
ず
第
一
部
に
お
い
て
︑
人

は
自
我
の
中
に
「
暗
意
力
」
と
い
う
科
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
困
難
な
無

意
識
の
領
域
を
持
っ
て
い
る
（
法
①
三
二
六
頁
）︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑明
確
に
「
自

覚
せ
ら
る
る
」
意
思
の
行
使
か
ら
︑
社
会
的
合
意
の
形
成
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
（
同
右
）︒
人
々
が
お
互
い
の
関
係
性
を
自
覚
し
て
自
己
を
意
識
的
に
規

律
し
た
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
︑
こ
の
意
思
の
力
の
行
使
は
各
個

人
の
意
思
を
超
え
た
社
会
全
体
の
意
思
の
行
使
と
な
り
︑
個
々
人
の
意
思
の

力
を
規
律
す
る
「
法
」
と
し
て
力
を
持
つ
（
法
①
三
三
四
頁
）︒
な
お
︑
法
は

「
命
令
︑
風
俗
︑
習
慣
︑
道
徳
︑
宗
教
︑
信
仰
等
」
か
ら
形
成
さ
れ
︑
こ
れ
が

個
々
人
の
内
面
に
お
け
る
様
々
な
願
望
を
統
御
し
︑
行
動
を
規
律
す
る
︒
こ

れ
に
よ
っ
て
内
面
を
律
す
る
よ
う
に
な
っ
た
各
個
人
が
︑
社
会
へ
の
統
一
的

意
思
を
形
成
し
よ
う
と
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
（
法
①
三
三
六
頁
）︒

　
続
く
第
二
部
で
は
︑
社
会
的
合
意
が
い
か
に
し
て
国
家
と
結
び
つ
く
の
か
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を
述
べ
る
︒
各
種
の
社
会
並
に
各
個
人
は
お
互
い
に
継
続
的
な
関
係
性
を
持

つ
た
め
︑
社
会
的
合
意
も
ま
た
持
続
性
を
生
じ
る
︒
そ
の
結
果
︑
社
会
的
合

意
は
「
同
時
に
継
続
的
且
つ
統
括
的
な
る
社
会
組
織
」
を
形
成
す
る
（
法
②

五
三
七
頁
）︒
こ
の
継
続
的
︑
統
括
的
組
織
は
各
個
人
並
に
各
種
の
社
会
な
し

に
存
在
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
こ
れ
ら
各
個
人
及
び
各
種
の
社
会

も
継
続
性
が
な
け
れ
ば
︑「
其
存
在
を
完
ふ
し
其
本
性
を
発
揚
せ
し
む
る
こ
と

能
は
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
（
法
②
五
三
七
頁
）︒
な
ぜ
な
ら
自
由
と
は
絶
対
的

な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
︑「
定
命
（
定
め
ら
れ
た
因
果
関
係
︱
引
用
者
注
）
の
或

範
囲
内
」
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
法
②
五
三
九
頁
）︒
自
由
と
は
こ
の
限
界
を

踏
ま
え
た
上
で
生
じ
る
︑
社
会
を
具
体
的
に
形
成
す
る
個
々
の
意
思
の
力
で

あ
る
（
法
②
五
三
八
頁
）︒
こ
れ
を
各
個
人
及
び
各
種
の
社
会
は
自
覚
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
そ
し
て
︑
各
個
人
及
び
各
種
の
社
会
的
合
意
が
合
わ
さ
っ
て
︑「
人
類
共
同

生
活
の
中
心
点
」
あ
る
い
は
「
各
個
人
各
社
会
を
包
含
し
て
其
意
力
発
動
を

規
律
し
得
る
最
強
の
意
力
」
を
発
揮
す
る
の
が
国
家
で
あ
る
（
同
右
）︒
こ
の

国
家
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
各
個
人
は
各
自
の
意
思
を
も
ち
な
が
ら

も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
国
家
や
社
会
の
意
思
を
発
動
で
き
る
よ
う
に
な

る
（
法
②
五
三
九
頁
）︒
国
家
に
お
い
て
は
︑
社
会
的
意
思
の
力
が
合
わ
さ
っ

た
も
の
と
し
て
国
内
法
が
形
成
さ
れ
る
︒
筧
に
よ
れ
ば
︑
国
内
法
は
「
知
つ

て
故
意
に
創
設
認
定
せ
る
法
則
」
と
「
知
ら
ず
し
て
暗
意
を
以
て
認
め
た
る

法
則
」
の
二
つ
の
標
準
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
（
法
②
五
四
〇
頁
）︒
前
者
は

国
家
が
社
会
及
び
個
人
を
統
治
す
る
た
め
に
自
覚
的
に
定
め
た
法
で
あ
り
︑

後
者
は
法
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
社
会
に
お
い
て
暗
に
認
め
ら

れ
て
い
る
規
範
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
国
内
法
と
は
「
国
家
が
明
暗
に
認

め
た
る
社
会
心
理
の
合
成
意
力
に
外
な
ら
ず
し
て
従
て
又
社
会
心
理
の
保
証

力
を
有
」
す
る
の
で
あ
る
（
法
②
五
五
三
頁
）︒

　
最
後
の
第
三
部
に
お
い
て
は
︑
社
会
心
理
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
法
が

自
然
法
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
語
る
︒
筧
は
法
と
は
社
会
心
理
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
︑
各
個
人
の
自
由
意
思
を
離
れ
て
古
今
東
西
に
通
じ
る
普
遍

的
な
自
然
の
法
則
が
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
自
然
法
思
想
を
批

判
す
る
（
法
③
七
九
二
頁
）︒
そ
し
て
︑
各
国
民
は
人
類
の
発
展
の
歴
史
の
違

い
に
応
じ
て
法
規
を
異
に
し
て
い
る
の
で
︑
歴
史
的
な
法
の
発
展
（

発
掘
）

に
こ
そ
注
目
し
︑
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
（
同
右
）︒

　
こ
の
よ
う
に
筧
は
自
然
法
思
想
を
批
判
し
︑
法
と
は
人
が
作
り
出
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒
客
観
的
に
自
然
に
存
在
す
る
「
事
実
上
の
法
則
即
ち
単
に

現
象
間
に
存
す
る
一
定
の
事
実
関
係
」
が
法
に
な
る
の
で
は
な
い
︒
各
個
人

の
意
思
の
発
動
を
規
律
す
る
「
人
定
の
自
由
標
準
」
が
法
に
な
る
の
で
あ
る

（
法
③
八
〇
二
頁
）︒
こ
の
た
め
︑
各
意
思
者
は
必
ず
自
ら
の
意
思
が
何
を
表
現

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
︑
他
人
に
働
き
か
け
る
と
き
も
︑
そ
の
よ
う

に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
（
法
③
八
一
一
頁
）︒
こ
う
し
て
︑

筧
は
法
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
︒
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法
は
内
部
的
要
素
と
し
て
意
思
者
間
の
意
思
発
動
の
関
係
を
規
律
す
べ

き
合
成
意
力
な
る
こ
と
︑
外
部
的
要
素
と
し
て
社
会
心
理
に
伴
ふ
意
力

の
合
成
作
用
を
な
し
合
成
意
力
に
伴
ふ
外
力
を
発
動
す
る
社
会
の
外
的

組
織
が
背
後
に
存
在
す
る
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
法
の
本
質
を
言
ひ
尽

く
し
た
る
も
の
な
る
を
知
る
︒（
法
③
八
一
八
頁
）

　「
法
ノ
本
質
ヲ
論
ズ
」
に
お
い
て
︑
筧
は
個
々
人
の
心
が
社
会
に
合
成
さ
れ

て
い
く
こ
と
で
社
会
そ
の
も
の
が
個
人
と
同
様
に
社
会
団
体
と
し
て
力
を
持

つ
よ
う
に
な
り
︑
ひ
い
て
は
国
家
の
形
成
に
至
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
︒

　

二
　
筧
と
ギ
ー
ル
ケ
に
つ
い
て

　
筧
が
歴
史
法
学
の
立
場
に
立
っ
た
の
は
︑
石
川
健
治
が
言
及
し
て
い
る
よ

う
に
ド
イ
ツ
留
学
中
に
学
ん
だ
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
影
響
に

よ
る（

10
）

︒
ギ
ー
ル
ケ
は
︑
十
九
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
学
に
お
い
て
一
大
潮

流
を
形
成
し
て
き
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
の
「
最
後
の
巨
匠
」
と
し
て
著
名
な

人
物
で
︑「
私
法
の
社
会
化
」
の
立
場
か
ら
民
衆
の
生
活
に
即
し
た
法
の
再
構

成
を
提
唱
し
た（

11
）

︒
特
に
︑
普
遍
主
義
的
な
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
に
基
づ
く

「
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
第
一
草
案
」（
一
八
八
八
年
）
を
批
判
し
︑
よ
り
民
衆
的

で
ド
イ
ツ
的
か
つ
社
会
的
な
法
典
を
要
求
し
た
こ
と
は
︑
法
学
史
上
有
名
な

事
件
で
あ
る
︒

　
筧
は
ギ
ー
ル
ケ
が
一
九
〇
二
年
一
〇
月
一
五
日
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
総
長
に

就
任
し
た
際
の
演
説
「
人
類
団
体
の
本
質
」
を
︑
法
科
大
学
の
学
生
で
あ
っ

た
松
山
得
四
郎
に
翻
訳
さ
せ
て
い
る（

12
）

︒
本
演
説
に
お
い
て
︑
ギ
ー
ル
ケ
は
社

会
団
体
と
は
ど
の
よ
う
な
本
質
を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

（
ギ
二
二
六
頁
）︒
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
れ
ば
︑
社
会
団
体
と
は
人
々
の
生
活
経
験
か

ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
精
神
を
共
有
す
る
共
同
体
で
あ
る
︒
人

間
が
社
会
を
形
成
す
る
理
由
は
︑
た
だ
単
に
生
き
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
︒

人
は
生
き
物
で
あ
る
と
同
時
に
︑
自
由
意
思
を
持
つ
（
ギ
①
二
三
九
頁
）︒
そ

れ
ゆ
え
に
︑
人
は
個
人
と
し
て
自
ら
の
「
生
活
の
意
義
」
を
︑
自
由
意
思
を

用
い
る
こ
と
で
社
会
団
体
に
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
ギ
①
二
四
三
頁
）︒

こ
の
自
ら
の
生
活
経
験
を
通
し
て
︑
個
人
は
そ
の
「
外
部
経
験
の
範
囲
内
」

か
ら
︑「
文
明
史
上
の
事
実
に
よ
り
真
の
統
一
的
団
体
の
存
在
を
確
か
む
る
」

よ
う
に
な
る
（
ギ
②
三
九
八
～
三
九
九
頁
）︒
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
︑「
吾
人

は
自
ら
の
全
部
の
自
我
な
る
こ
と
を
感
ず
る
と
同
時
に
亦
或
る
活
働
せ
る
全

部
の
一
部
分
な
る
こ
と
」
を
自
覚
す
る
（
ギ
②
三
九
九
頁
）︒
人
々
は
自
分
た

ち
を
つ
な
ぐ
も
の
は
「
単
に
外
部
に
存
す
る
連
鎖
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
心
理

的
連
結
」
に
も
あ
る
と
気
付
く
の
で
あ
る
（
同
右
）︒

　
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
社
会
団
体
は
︑
社
会
団
体
そ
れ
独
自
の
法
（
社

会
法
）
を
有
す
る
︒
社
会
法
は
「
国
法
並
に
其
他
の
公
法
を
含
む
の
み
な
ら

す
亦
た
私
法
の
部
類
に
属
す
る
私
的
団
体
人
格
の
内
部
の
生
活
規
程
を
も
包

含
す
る
」
と
い
う
形
で
︑
私
法
か
ら
公
法
に
至
る
法
の
秩
序
を
幅
広
く
担
っ
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て
い
る
（
ギ
②
四
〇
三
頁
）︒
こ
の
社
会
団
体
の
う
ち
︑
最
有
力
で
「
最
後
の

最
高
主
権
を
有
す
る
共
同
団
体
」
が
国
家
で
あ
る
（
ギ
②
四
〇
八
頁
）︒
こ
の

よ
う
に
︑
ギ
ー
ル
ケ
は
各
個
人
が
生
活
経
験
と
精
神
を
共
有
す
る
こ
と
で
︑

社
会
や
国
家
の
秩
序
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
︒

　
ギ
ー
ル
ケ
の
国
家
論
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
遠
藤
泰
弘
に
よ
れ
ば
︑

ギ
ー
ル
ケ
は
連
邦
国
家
と
し
て
成
立
し
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
新
し
い
国
家
概

念
を
説
明
す
る
た
め
に
︑「
主
観
的
権
利
関
係
が
客
観
的
規
範
と
一
致
す
る
と

い
う
団
体
人
格
概
論
と
︑
法
を
﹁
命
令
﹂
と
し
て
で
は
な
く
﹁
全
体
の
確
信
﹂

と
捉
え
る
新
た
な
法
概
念
の
導
入
に
よ
り
︑
論
理
上
の
困
難
を
一
挙
に
克
服
」

し
よ
う
と
試
み
た（

13
）

︒
ギ
ー
ル
ケ
は
こ
う
し
た
政
治
理
論
を
説
く
こ
と
で
︑「
国

家
に
対
す
る
人
民
の
下
か
ら
の
参
加
の
余
地
を
可
能
な
限
り
確
保
す
る
と
い

う
規
範
的
な
役
割
を
果
た
」
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る（

14
）

︒

　
社
会
国
家
の
秩
序
を
形
成
す
る
た
め
に
︑
意
思
の
力
を
重
視
す
る
点
や
︑

国
民
の
主
体
的
意
識
を
可
能
な
限
り
求
め
よ
う
と
す
る
点
か
ら
言
え
ば
︑
筧

は
明
ら
か
に
ギ
ー
ル
ケ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
︒
だ
が
︑
ギ
ー
ル
ケ
と
筧
は

四
つ
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
︒
第
一
に
筧
は
ギ
ー
ル
ケ
以
上
に
自
我
の
自
由

を
強
調
し
て
い
る
︒
第
二
に
︑
筧
は
自
我
の
自
由
が
如
何
に
し
て
社
会
や
国

家
に
連
な
る
か
を
力
説
し
て
い
る
︒
第
三
に
ギ
ー
ル
ケ
は
国
家
を
「
最
後
の

最
高
主
権
を
有
す
る
共
同
団
体
」
と
し
て
い
る
た
め
︑
社
会
と
国
家
の
区
別

が
曖
昧
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
筧
は
天
皇
制
国
家
と
し
て
国
家
そ
れ
自
体
に

固
有
の
意
味
を
見
出
し
︑
そ
こ
に
よ
り
徹
底
し
た
国
家
の
下
で
の
自
由
を
論

じ
て
い
る
︒
第
四
に
︑
ギ
ー
ル
ケ
が
社
会
団
体
を
成
立
さ
せ
る
う
え
で
「
道

徳
観
念
に
密
接
の
関
係
を
有
す
る
」
と
道
徳
を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
︑
筧

は
意
識
の
統
一
体
と
し
て
宗
教
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
ギ
②

四
〇
九
頁
）︒
以
下
︑
こ
の
四
つ
の
点
に
つ
い
て
筧
の
論
文
に
依
拠
し
な
が
ら

順
に
説
明
し
て
い
く
︒

　

三
　
筧
に
お
け
る
自
我
の
自
由
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
改
め
て
筧
が
ど
の
よ
う
な
自
我
の
自
由
を
述
べ
た
の
か
に
つ
い
て

も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
み
よ
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
先
の
ギ
ー
ル
ケ
論
の

直
後
に
著
さ
れ
た
「
団
体
本
質
論
」
と
い
う
一
連
の
論
文
か
ら
明
ら
か
に
し

た
い（

15
）

︒
こ
こ
で
筧
は
「
法
ノ
本
質
ヲ
論
ズ
」
で
論
じ
た
法
の
問
題
か
ら
︑
今

度
は
自
我
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒

　
筧
は
「
団
体
本
質
論
」
に
お
い
て
︑
ま
ず
自
我
と
「
活
働
」
の
関
係
を
取

り
上
げ
て
い
る（

16
）

︒
自
我
そ
の
も
の
は
直
覚
の
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
不
動
の

真
実
で
あ
る
が
︑
自
己
が
外
界
に
働
き
か
け
る
作
用
で
あ
る
「
活
働
」
を
通

し
て
︑
自
我
は
自
ら
の
内
界
（
内
面
）
と
外
界
（
自
己
の
身
体
を
含
む
物
質
世
界
︑

及
び
他
者
）
と
を
「
統
一
連
合
」
す
る
（
団
①
四
七
六
頁
）︒
自
我
の
「
活
働
」

は
基
本
的
に
は
自
然
の
因
果
法
則
に
従
い
な
が
ら
も
︑
自
ら
の
意
思
で
自
然

に
働
き
か
け
て
い
る
︒
こ
の
点
で
は
︑
自
由
と
も
相
通
じ
る
要
素
で
あ
る
（
団

①
四
八
七
頁
）︒
ま
た
自
我
の
「
活
働
」
は
他
者
と
共
同
し
て
「
共
同
的
活
働
」
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を
も
成
す
こ
と
が
で
き
る
（
団
①
四
八
八
頁
）︒

　
こ
の
自
我
に
よ
る
「
共
同
的
活
働
」
を
為
す
際
に
社
会
心
理
が
形
成
さ
れ

る
︒
そ
こ
で
重
要
な
の
は
「
自
我
の
責
任
心
」
で
あ
る
（
団
②
六
七
一
頁
）︒

な
ぜ
な
ら
「
自
我
の
責
任
心
」
を
育
成
す
れ
ば
︑
自
我
が
自
然
や
他
者
に
対

し
て
責
任
を
持
つ
よ
う
に
な
り
︑「
自
我
の
自
由
活
働
」
が
発
達
す
る
か
ら
で

あ
る
（
団
②
六
七
二
頁
）︒
こ
の
自
我
の
自
由
は
「
或
範
囲
内
に
於
け
る
自
由
」

と
し
て
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
団
③
九
三
四
頁
）︒
自
我
の
自
由
は
所
与

の
因
果
関
係
︑
責
任
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
因
果
関
係

を
強
く
自
覚
す
る
こ
と
で
︑
あ
た
か
も
円
が
そ
の
円
周
内
に
「
無
限
の
円
周

を
包
含
す
る
」
よ
う
に
︑「
因
果
関
係
の
範
囲
内
に
無
限
（
絶
対
に
非
ず
）
の

自
由
活
働
を
為
し
得
る
自
由
の
範
囲
」
を
獲
得
す
る
（
団
③
九
三
五
・
九
三
六

頁（
17
）

）︒
自
我
は
自
ら
の
自
由
の
限
界
と
責
任
の
範
囲
を
認
識
す
る
こ
と
で
︑

却
っ
て
そ
の
範
囲
内
で
最
大
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
︒
こ
う
し
て
︑
自
我
は
「
活
働
」
の
主
体
と
し
て
︑
自
覚
と
感
情
を
養
い

「
其
内
部
よ
り
湧
出
す
る
不
明
の
刺
激
力
に
基
き
然
か
も
此
刺
激
力
を
利
用
し

規
律
し
て
活
働
」
す
る
（
団
③
九
四
〇
～
九
四
一
頁
）︒

　
そ
し
て
︑
こ
の
自
我
の
活
働
を
自
覚
し
た
自
由
に
基
づ
い
て
︑
自
我
は
身

体
を
用
い
て
外
界
に
働
き
か
け
る
︒
こ
の
身
体
は
「
自
我
の
自
由
を
離
れ
て

自
然
に
自
我
を
成
立
存
在
せ
し
む
る
物
質
」
で
あ
る
（
団
④
一
一
三
一
頁
）︒

身
体
は
「
自
我
の
与
へ
た
る
絶
へ
ざ
る
自
由
力
に
由
り
て
変
遷
進
化
せ
ら
れ

来
り
た
る
も
の
」
で
も
あ
る
の
で
︑
身
体
は
鍛
え
れ
ば
鍛
え
る
程
に
心
身
を

成
長
さ
せ
る
︒
こ
う
し
て
「
身
体
の
発
育
強
健
は
実
に
自
我
自
由
活
働
の
発

展
に
必
要
な
る
条
件
の
一
」
に
な
る
（
団
④
一
一
三
二
頁
）︒

　
最
後
に
︑
筧
は
人
が
自
由
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
「
自
由
活
働
の
品
質
」

を
如
何
に
保
持
す
る
べ
き
か
を
述
べ
て
い
る
（
団
④
一
一
三
八
頁
）︒
こ
れ
に

つ
い
て
筧
は
︑
感
情
の
価
値
は
未
来
へ
の
理
想
目
的
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
主

張
す
る
（
同
右
）︒
そ
し
て
︑
こ
の
現
在
の
自
我
の
感
情
の
価
値
を
高
め
︑
自

由
活
動
を
発
展
さ
せ
る
に
は
︑
人
類
史
上
最
も
自
我
の
感
情
が
発
達
し
た
先

人
で
あ
る
「
釈
迦
耶
蘇
老
孔
等
の
理
想
感
情
」
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
る
（
団
④
一
一
四
一
頁
）︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
自
我
の
中
に
潜
在
し
て

い
る
感
情
を
発
揮
し
︑
理
想
を
養
成
し
て
自
由
活
動
の
品
質
（
価
値
）
の
発

達
を
成
し
遂
げ
る
よ
う
に
す
れ
ば
︑
未
来
に
向
け
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る

と
筧
は
結
論
づ
け
る
（
同
右
）︒

　

四
　
自
我
の
拡
張
か
ら
普
遍
我
へ

　「
団
体
本
質
論
」
で
自
我
を
取
り
上
げ
た
筧
は
︑
次
に
そ
の
自
我
が
ど
の
よ

う
に
社
会
や
国
家
に
拡
張
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
︑「
機
関
人
格
概
論
」
で

論
じ
て
い
る（

18
）

︒「
機
関
人
格
概
論
」
に
お
い
て
︑
筧
は
自
我
に
は
絶
対
我
︑
普

遍
我
︑
自
我
の
三
つ
の
次
元
が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
る
︒
ま
ず
絶
対
我
と

は
︑
自
我
の
「
種
子
祖
先
な
る
と
同
時
に
自
我
全
部
を
網
羅
」
す
る
と
し
な

が
ら
も
︑「
真
空
な
る
絶
対
我
即
ち
宇
宙
は
即
ち
所
謂
神
な
り
万
能
」
な
る
存
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在
で
あ
る
（
機
①
七
五
一
・
七
六
六
頁
）︒
絶
対
我
と
は
全
て
の
自
我
に
内
在
し
︑

個
々
の
自
我
を
網
羅
し
な
が
ら
も
︑
宇
宙
の
よ
う
に
広
大
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

神
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
絶
対
我
は
一
人
ひ
と
り
の
自
我
が

「
其
自
己
に
偶
然
な
る
私
を
捨
て
ゝ
出
来
る
丈
け
充
分
に
統
括
的
に
根
本
的
に

絶
対
我
の
第
一
原
因
（
自
我
の
発
達
︒
こ
の
場
合
は
絶
対
我
の
発
達
︱
引
用
者
注
）

を
自
然
に
依
つ
て
発
生
せ
し
め
ん
」
と
し
て
︑「
絶
対
的
に
は
自
我
及
び
各
物

を
統
括
し
得
」
な
い
こ
と
が
わ
か
り
な
が
ら
も
︑
却
っ
て
「
此
欠
点
陥
落
を

補
ふ
が
為
め
に
」
積
極
的
に
向
上
心
を
奮
い
起
こ
し
て
目
指
す
も
の
に
な
る

の
で
あ
る
（
機
①
七
六
九
頁
・
七
七
二
頁
・
七
七
四
頁
）︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
自
我
が
絶
対
我
（
＝
神
）
を
崇
拝
す
る
の
は
絶
対
我
が
各

個
人
の
心
の
反
映
で
あ
り
︑
各
個
人
は
絶
対
我
か
ら
分
有
さ
れ
た
そ
の
個
々

の
心
に
基
づ
い
て
︑
絶
え
ず
自
我
の
発
達
を
こ
の
世
界
に
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る

か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
宇
宙
に
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る

に
は
︑
結
局
は
自
我
が
絶
対
的
な
神
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
る

し
か
な
い
︒
絶
対
我
の
存
在
は
自
我
の
心
の
内
に
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑「
自
我

が
神
を
崇
拝
す
る
は
即
ち
自
我
を
崇
拝
す
る
」
の
で
あ
る
（
機
①
七
七
一
頁
）︒

積
極
的
に
自
我
の
自
認
力
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
は
絶
対
的
な
存

在
で
あ
る
神
の
存
在
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　
次
に
普
遍
我
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑「
各
種
の
自
我
が
或
程
度
に
於
て
普
遍

な
る
に
基
き
て
之
れ
を
統
括
す
る
」
存
在
の
こ
と
で
あ
る
（
機
①
七
五
一
頁
）︒

こ
れ
ま
で
に
筧
が
使
っ
て
き
た
用
語
で
言
え
ば
︑
社
会
心
理
に
相
当
す
る
︒

「
普
遍
我
は
自
我
を
統
括
す
る
我
」
で
あ
り
︑
こ
の
統
括
に
よ
っ
て
自
我
を
部

分
と
し
︑「
全
部
の
思
想
」
を
形
成
す
る
（
機
①
七
八
四
～
七
八
五
頁
）︒
つ
ま

り
︑
普
遍
我
は
絶
対
我
と
自
我
の
中
間
に
存
在
す
る
︒

　
そ
れ
で
は
普
遍
我
は
各
個
人
の
活
動
の
主
体
で
あ
る
自
我
︑
永
遠
の
理
想

で
あ
る
絶
対
我
と
異
な
り
︑
ど
の
よ
う
な
独
自
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
ろ

う
か
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑
普
遍
我
と
は
絶
対
我
を
理
想
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
自
我
が
現
実
に
可
能
な
共
同
体
を
形
成
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
社
会
的

な
自
我
の
こ
と
で
あ
る
︒「
自
我
が
他
の
自
我
と
相
待
つ
て
存
在
し
発
展
す
る

各
種
の
活
働
に
連
る
心
理
」
で
あ
る
社
会
心
理
は
︑「
社
会
国
家
」
の
基
盤
で

あ
る
普
遍
我
と
な
る
（
機
②
一
一
二
二
頁
）︒
し
か
も
こ
の
普
遍
我
は
「
各
個

の
自
我
と
し
て
発
現
」
す
る
こ
と
で
︑
共
同
体
内
の
一
人
ひ
と
り
の
自
我
に

働
き
か
け
る
（
同
右
）︒

　
こ
の
普
遍
我
の
作
用
を
用
い
る
こ
と
で
︑
自
我
に
よ
る
絶
対
我
の
探
求
は
︑

社
会
及
び
国
家
に
向
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
︒
例
え
ば
「
他
人
の
喜
怒

哀
楽
を
以
て
自
己
の
喜
怒
哀
楽
と
な
し
然
か
も
此
活
動マ
マ

を
以
て
自
己
の
心
を

満
足
せ
し
む
る
」
愛
他
心
が
そ
れ
で
あ
る
（
機
②
一
一
二
五
頁
）︒
こ
れ
に
よ
っ

て
︑
自
我
は
「
其
自
覚
せ
ら
れ
た
る
他マ

マ愛
心
に
依
つ
て
能
く
其
自
我
を
他
人

と
合
一
せ
し
め
他
人
と
し
て
活
働
す
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
む
︙
︙
自
我
の
普

遍
的
拡
張
を
自
覚
」
す
る
よ
う
に
な
る
（
機
②
一
一
二
九
頁
）︒
こ
う
し
て
︑

普
遍
我
を
用
い
る
こ
と
で
︑
自
愛
の
心
が
他
者
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
と
筧
は

主
張
し
︑
国
の
機
関
組
織
の
成
立
及
び
研
究
も
︑「
自
己
の
内
部
に
有
す
る
国
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民
た
る
普
遍
性
を
自
覚
し
て
発
揚
せ
し
む
る
」
こ
と
で
︑
修
身
と
治
国
と
を

合
一
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
述
べ
る
（
機
②
一
一
三
〇
頁
）︒

　
普
遍
我
を
志
向
す
る
こ
と
は
︑
自
我
を
他
者
に
拡
張
し
て
い
く
契
機
に
な

る
と
同
時
に
︑
普
遍
我
の
構
成
に
参
加
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
︒
共
同
体

に
お
け
る
事
物
関
係
の
利
用
者
は
︑
客
観
的
に
自
己
の
立
場
を
見
極
め
る
こ

と
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
認
定
力
（
自
覚
）
を
用
い
て
︑「
各
其
普
遍
我
の
表

現
者
た
る
権
限
に
基
き
其
分
担
す
る
特
色
を
発
揮
せ
ん
と
」
す
る
（
機
③

一
三
八
頁
）︒
こ
う
し
て
個
々
人
が
普
遍
我
を
そ
の
分
担
に
応
じ
て
自
由
に
発

揮
す
る
こ
と
で
︑「
各
個
利
用
者
の
特
色
の
総
体
は
唯
一
の
普
遍
我
の
普
遍
性

の
発
展
に
」
寄
与
す
る
︒
も
し
利
用
者
が
共
同
体
の
特
色
や
そ
の
内
部
に
お

け
る
自
由
を
忘
れ
れ
ば
「
反
つ
て
普
遍
性
の
発
揮
」
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
（
機
③
一
四
〇
頁
）︒
こ
う
し
て
︑
普
遍
我
の
発
揮
に
は
主
観
的
な
自
我

の
意
思
の
発
揮
と
︑
普
遍
我
の
中
に
お
け
る
自
己
の
客
観
的
位
置
づ
け
の
両

方
が
大
事
で
あ
る
と
筧
は
述
べ
る
︒「
機
関
人
格
概
論
」
の
結
論
と
し
て
︑
筧

は
法
制
度
や
各
種
の
活
動
及
び
学
説
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
有
し
て
い
る
も

の
の
︑
客
観
的
知
見
の
み
に
偏
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
客
観
的
に
分
析
す
る

だ
け
で
は
不
完
全
で
あ
る
︒
こ
れ
と
共
に
主
観
的
な
「
思
い
」
を
組
み
入
れ

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
初
め
て
学
説
は
完
全
に
な
る
と
述
べ
る
（
機
③
一
六
五

頁
）︒

　

五
　
天
皇
制
国
家
に
お
け
る
「
自
由
」
に
つ
い
て

　
自
我
が
ど
の
よ
う
に
社
会
や
国
家
に
拡
張
し
て
い
く
の
か
︑「
機
関
人
格
概

論
」
で
論
じ
た
筧
は
︑
次
に
「
国
家
ノ
成
立
存
在
及
ヒ
発
達
ス
ル
理
由
ハ
人

類
ノ
自
由
活
働
ニ
在
リ
」
で
共
同
体
と
し
て
の
国
家
の
独
自
性
に
つ
い
て
詳

細
に
論
じ
て
い
る（

19
）

︒
本
論
文
で
筧
は
国
家
の
成
立
を
︑「
国
家
の
成
立
存
在
及

ひ
発
達
す
る
根
本
的
総
括
的
基
礎
は
人
類
の
自
由
活
働
に
在
り
」
と
述
べ
て

い
る
（
国
二
六
頁
）︒
私
た
ち
人
類
は
原
因
結
果
の
支
配
に
あ
る
自
然
現
象
で

あ
る
と
同
時
に
︑「
人
智
の
範
囲
内
に
て
は
自
由
な
る
自
我
と
し
て
自
由
運

動
」
を
な
し
て
い
る
（
国
二
七
頁
）︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
自
我
は
「
之
を
自
由

に
利
用
し
得
へ
か
り
し
範
囲
に
於
て
社
会
に
対
し
て
責
任
を
負
ふ
」
こ
と
に

な
る
︒「
社
会
に
於
け
る
個
人
を
し
て
各
々
益
々
自
由
活
働
」
す
る
た
め
で
あ

る
（
国
二
九
頁
）︒

　
こ
う
し
て
︑
社
会
組
織
の
発
達
に
個
人
の
「
自
由
活
働
」
が
社
会
の
組
織

を
要
請
し
︑
社
会
の
秩
序
を
必
要
と
さ
せ
る
︒
こ
れ
ら
の
う
ち
最
も
重
要
な

も
の
は
国
家
で
あ
る
︒
国
家
は
個
人
の
「
自
由
活
働
」
の
結
果
存
在
す
る
も

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑「
国
家
の
組
織
国
家
の
発
達
は
反
つ
て
個
人
の
自
由
活

働
を
し
て
盛
な
ら
し
む
る
も
の
」
で
あ
る
（
国
二
六
頁
）︒
国
権
に
服
す
る
の

は
︑「
自
己
の
自
由
を
奪
は
る
ゝ
も
の
」
で
は
な
く
︑「
自
己
の
自
由
を
与
へ
」

る
た
め
で
あ
る
（
国
三
五
頁
）︒
な
ぜ
な
ら
統
一
的
国
家
が
あ
る
の
は
各
個
人
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が
全
体
の
自
我
と
し
て
「
各
独
立
特
殊
の
単
独
的
自
由
活
働
」
を
為
す
か
ら

で
あ
る
（
国
三
五
頁
）︒
ま
た
︑
各
々
の
自
我
の
「
自
由
活
働
」
は
未
だ
国
家

を
成
立
存
在
発
達
さ
せ
る
途
上
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑「
総
体
の
自
我
」
の
自

由
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
も
︑
私
た
ち
は
自
己
の
自
由
を
発
揮
し
つ
つ
も
︑

ま
す
ま
す
国
権
に
服
す
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
国
家
の
独
自
性
を
さ
ら
に
突
き
詰
め
︑
日
本
の
国
家
が
普
遍
我
と

し
て
︑
社
会
や
ほ
か
の
国
家
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
の
か
に
つ

い
て
︑
筧
は
「
憲
法
ノ
精
神
ヲ
略
説
ス
」
と
い
う
論
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る（

20
）

︒
筧
は
「
国
内
の
総
て
の
活
働
力
の
最
後
に
統
括
す
る
所
の
機
関
」

で
あ
り
︑
国
家
全
体
の
表
現
者
で
も
あ
る
天
皇
の
存
在
は
︑
憲
法
で
は
な
く

「
最
小
限
度
の
国
法
」
で
定
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
る
（
憲
①
一
一
頁
）︒
こ
の
最

小
限
度
の
国
法
の
も
と
で
︑「
国
家
の
完
全
な
る
発
達
に
は
是
非
共
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
云
ふ
」
根
本
的
な
法
と
し
て
の
憲
法
が
要
請
さ
れ
る
（
憲
①
一
二

頁
）︒
こ
の
よ
う
に
天
皇
の
存
在
は
憲
法
以
上
の
「
最
小
限
度
の
国
法
」
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
天
皇
は
国
権
の
主
体
で
は
な
い
︒「
国
権
の
主

体
は
即
ち
国
家
自
身
」
で
あ
る
（
憲
①
一
九
頁
）︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑「
天
皇
は
唯

国
家
を
最
も
統
括
的
に
表
現
す
る
」
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
国
務
大
臣
の

副
署
が
な
け
れ
ば
「
天
皇
の
発
せ
ら
る
る
法
律
︑
勅
令
︑
其
他
国
務
に
関
す

る
詔
勅
の
如
き
も
の
」
に
は
効
力
が
発
生
し
え
な
い
（
憲
②
一
三
頁
）︒
つ
ま

り
︑
筧
は
国
家
が
社
会
に
対
し
て
隔
絶
し
て
優
位
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
求

め
る
た
め
に
︑
憲
法
以
上
の
「
最
少
限
度
の
国
法
」
で
定
め
ら
れ
た
天
皇
を

持
ち
出
す
の
で
あ
る
が
︑
天
皇
は
国
権
の
主
体
と
は
な
ら
な
い
︒
天
皇
は
た

だ
国
家
を
最
も
統
括
的
に
表
現
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
「
最
小
限
度
の
国
法
」
と
日
本
の
「
実
質
と
云
ふ
も
の
を
形
式

的
に
保
障
し
て
居
る
」
憲
法
に
国
家
の
安
定
性
を
見
出
し
た
筧
は
︑
君
民
一

体
の
国
家
は
国
民
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
を
推マ

マ拡
め
て
総
て
の
者
と
帰
一
す

る
」
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
︑「
沢
山
の
数
」
と
共
に
推
進
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
（
憲
②
一
六
頁
・
一
〇
頁
）︒
さ
ら
に
は
︑

「
自
分
の
こ
と
を
考
へ
て
自
分
の
発
展
を
し
て
行
く
こ
と
を
権
限
と
し
て
居
る

所
の
表
現
人
」
で
あ
る
我
々
は
︑
自
分
の
特
色
の
発
揮
を
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち

場
の
権
限
で
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
（
憲
②
一
〇
頁
）︒

　

六
　
信
仰
に
つ
い
て

　
自
我
を
掘
り
下
げ
れ
ば
︑
自
己
が
国
家
に
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
︑

さ
ら
に
自
我
の
自
由
は
実
は
国
家
の
自
由
と
一
致
す
る
と
説
く
筧
は
︑
国
家

の
意
識
と
個
人
の
意
識
を
よ
り
統
一
的
に
発
達
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
宗
教
の

信
仰
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
︒
息
子
の
筧
泰
彦
が
筧
は
留
学
時
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
筧
に
と
っ
て
宗
教

は
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た（

21
）

︒「
法
ノ
本
質
ヲ
論
ズ
」
で
は
︑「
命
令
︑
風
俗
︑

習
慣
︑
道
徳
︑
宗
教
︑
信
仰
等
」
と
し
て
︑
法
の
本
と
な
る
も
の
と
し
て
宗

教
と
信
仰
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
法
①
三
三
六
頁
）︒「
機
関
人
格
概
論
」
に
お
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い
て
も
︑「
古
来
存
在
す
る
各
種
の
顕
著
な
る
宗
教
相
互
の
根
本
的
差
異
も
︑

相
互
に
競
争
せ
る
哲
学
的
見
解
の
区
別
も
︑
皆
事
物
根
本
関
係
の
孰
れ
に
重

き
を
置
く
か
に
よ
つ
て
最
も
深
き
根
拠
を
異
に
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
し
」
と

し
て
︑
各
宗
教
の
本
源
的
同
一
性
に
着
目
し
て
い
た
（
機
③
一
六
一
頁
）︒
こ

の
各
宗
教
の
本
源
的
同
一
性
に
つ
い
て
本
格
的
に
議
論
を
展
開
し
︑
そ
の
後

の
議
論
の
方
向
性
を
も
規
定
づ
け
た
の
が
「
法
学
研
究
者
ト
シ
テ
太
古
ノ
思

潮
ヲ
論
ズ
」
で
あ
る（

22
）

︒

　
本
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
︑
筧
は
「
文
明
（K

ultur

）
の
発
達
は
私
た
ち
の

意
識
の
発
達
を
意
味
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
（
思
一
六
頁
）︒
意
識
は
私
た
ち

の
生
活
経
験
の
進
歩
と
共
に
発
展
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
古
代
に
お
い
て
は

人
類
の
発
達
は
未
分
化
で
あ
っ
た
の
で
︑「
各
種
の
精
神
現
象
を
宗
教
以
外
に

明
ら
か
に
分
離
し
て
研
究
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
思
一
九
頁
）︒
そ
こ
で
︑

宗
教
の
発
達
の
度
合
い
に
つ
い
て
︑
現
実
世
界
と
精
神
世
界
の
境
界
が
曖
昧

で
︑
原
始
的
な
信
仰
の
段
階
に
あ
る
第
一
段
階
︑
汎
神
論
的
な
世
界
観
を
信

じ
︑
祖
先
の
偉
大
な
物
語
で
あ
る
神
話
を
紡
ぎ
出
す
時
期
を
第
二
段
階
︑
彼

岸
信
仰
を
確
立
し
︑
現
世
に
お
い
て
組
織
だ
っ
た
統
一
的
共
同
体
を
形
成
す

る
よ
う
に
な
る
第
三
段
階
に
分
類
し
︑
地
域
差
に
よ
る
差
異
は
あ
る
も
の
の
︑

現
代
は
そ
の
三
段
階
目
に
あ
る
と
述
べ
た
︒
こ
う
し
た
宗
教
の
発
達
は
神
へ

の
信
仰
を
以
て
「
生
活
各
方
面
を
支
配
」
す
る
と
同
時
に
︑「
生
活
の
各
方
面

と
分
岐
」
し
︑
そ
の
独
自
性
の
発
揮
を
促
す
動
き
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

（
思
三
四
頁
）︒
ま
た
︑
現
在
の
宗
教
を
「
超
越
的
一
神
教
」「
二
元
的
神
教
」

「
多
神
教
」「
万
有
神
教
」（
汎
神
論
）
に
分
類
し
た
（
思
三
五
︱
三
六
頁
）︒
こ

の
う
ち
筧
は
「
日
本
古
代
の
宗
教
」
が
分
類
さ
れ
て
い
る
「
多
神
教
」
よ
り

も
︑「
其
教
義
に
於
て
最
も
雄
大
自
由
な
る
統
括
的
発
達
を
為
し
た
る
」
仏
教

を
最
も
高
く
評
価
し
て
い
る
（
思
三
七
頁
）︒

　
文
明
の
発
達
に
は
意
識
の
発
達
が
不
可
欠
で
あ
り
︑
そ
の
意
識
の
発
達
を

古
来
か
ら
最
も
推
進
し
て
き
た
の
は
宗
教
で
あ
る
︒「
人
類
生
活
の
発
達
に
必

要
な
る
各
方
面
の
根
本
意
識
を
統
括
」
し
︑「
生
活
各
方
面
の
基
礎
た
る
意
識

を
包
含
す
る
」
宗
教
を
理
解
で
き
れ
ば
︑
法
律
現
象
な
ど
の
根
拠
と
な
っ
て

い
る
人
々
の
意
識
の
問
題
を
︑
現
実
の
生
活
に
即
し
た
う
え
で
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
同
右
）︒
こ
の
よ
う
に
︑
筧
は
宗
教
を
高
く
評
価
す
る
︒

こ
う
し
て
「
法
学
研
究
者
ト
シ
テ
太
古
ノ
思
潮
ヲ
論
ズ
」
で
本
格
的
に
宗
教

の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
あ
と
︑
翌
一
九
一
〇
年
か
ら
「
印
度
ニ
於
ケ
ル

仏
教
思
想
ヲ
論
ズ
」
と
い
う
連
作
の
論
文
を
発
表
す
る（

23
）

︒
本
論
文
で
は
古
代

仏
教
が
い
か
に
し
て
人
々
の
自
由
な
意
識
を
形
成
し
︑
国
家
の
形
成
に
結
び

つ
い
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
︑
さ
ら
に
一
九
一
一
年
に
は
最
初
の
宗
教
的
著

書
と
な
る
『
仏
教
哲
理
』
を
出
版
す
る（

24
）

︒
次
に
一
九
一
二
年
に
は
『
西
洋
哲

理
』
と
『
古
神
道
大
義
』
を
出
版
し
︑
仏
教
︑
西
洋
思
想
を
経
て
遂
に
独
自

の
神
道
思
想
で
あ
る
「
古
神
道
」
を
論
じ
始
め
る
に
至
る
︒
こ
の
よ
う
な
思

想
的
展
開
を
経
た
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
析
は
後
日
別
稿
を
期
し
た
い

が
︑
自
我
と
社
会
国
家
に
お
け
る
生
活
の
発
達
の
た
め
に
は
︑
宗
教
が
重
要

で
あ
る
と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
︑
筧
が
こ
れ
ら
の
論
説
を
展
開
し
て
い
っ
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た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

　

お
わ
り
に

　
筆
者
は
主
に
初
期
の
論
文
の
分
析
を
通
し
て
︑
筧
の
初
発
の
問
題
意
識
と

方
法
論
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
そ
し
て
こ
の
当
時
の
筧
の
議
論
の
骨
子
は
①
自

我
の
自
由
の
希
求
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
︑
②
自
我
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に

よ
る
社
会
や
国
家
へ
の
貢
献
︑
③
天
皇
制
国
家
の
下
で
の
「
自
由
」
の
実
現
︑

④
意
識
の
統
一
体
と
し
て
の
宗
教
へ
の
注
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
︒

　「
活
働
」
の
主
体
で
あ
る
自
我
は
︑
所
与
の
自
然
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
︑

制
約
内
の
自
由
に
責
任
を
持
つ
こ
と
で
︑
自
我
の
自
由
を
実
現
で
き
る
自
由

の
範
囲
を
獲
得
す
る
︒
そ
こ
で
︑
理
想
の
実
現
に
向
け
て
貢
献
し
︑
自
己
と

同
じ
よ
う
に
他
者
を
愛
す
る
こ
と
が
︑
共
同
体
の
理
想
の
実
現
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
に
所
与
の
範
囲
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
で
︑
自

己
の
心
の
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
は
︑
そ
れ
自
体
は
国
家
の
自
由
と
矛
盾
せ

ず
︑
む
し
ろ
国
家
に
お
け
る
自
己
の
役
割
に
貢
献
し
︑
国
家
の
自
由
を
拡
大

す
る
誇
る
べ
き
こ
と
だ
と
看
做
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
︑
国
家
を
統
括
し
つ
つ

自
ら
も
国
の
権
力
に
制
限
さ
れ
た
天
皇
の
治
め
る
国
に
︑
人
々
は
自
我
を
活

か
し
つ
つ
一
体
化
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
︒
さ
ら
に
︑
国
家
の

意
識
と
個
人
の
意
識
を
よ
り
統
一
的
に
発
達
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
宗
教
の
信

仰
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
︒
古
代
宗
教
の
研
究
か
ら
宗
教
︑
特
に
ま
ず
仏

教
に
可
能
性
を
見
出
し
た
筧
は
︑
そ
こ
か
ら
宗
教
の
研
究
に
打
ち
込
み
︑『
仏

教
哲
理
』『
西
洋
哲
理
』
と
『
古
神
道
大
義
』
と
立
て
続
け
に
本
を
出
版
し
︑

仏
教
︑
西
洋
思
想
を
経
て
遂
に
独
自
の
神
道
思
想
で
あ
る
「
古
神
道
」
を
論

じ
始
め
た
の
で
あ
る
︒

　
最
後
に
︑
筧
が
宗
教
的
思
想
を
展
開
し
は
じ
め
た
一
九
〇
九
～
一
九
一
〇

年
頃
は
︑
東
京
帝
国
大
学
の
卒
業
生
の
う
ち
︑
守
屋
栄
夫
︑
瀧
本
豊
之
輔
︑

水
上
七
郎
な
ど
︑
筧
克
彦
の
影
響
を
受
け
て
内
務
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
帝

大
卒
業
生
が
特
に
多
い
年
で
も
あ
る（

25
）

︒
こ
の
前
後
の
合
格
者
を
含
め
れ
ば
︑

石
黒
英
彦
︑
二
荒
芳
徳（

26
）

︑
さ
ら
に
官
僚
以
外
も
含
め
れ
ば
渡
辺
八
郎
︑
加
藤

完
治
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る（

27
）

︒
日
露
戦
争
後
の
煩
悶
の
時
代
を
生
き
た
彼

ら
に
と
っ
て
︑
筧
の
自
己
の
探
究
か
ら
国
家
に
至
る
哲
学
は
︑
人
生
に
何
ほ

ど
か
の
生
き
方
を
示
す
指
針
に
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
等
と
の
知
的

交
流
に
つ
い
て
も
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
解
き
明
か
し
た
い
︒

注　
引
用
に
際
し
て
は
︑
仮
名
遣
い
は
原
文
ど
お
り
と
し
た
が
︑
漢
字
は
旧
字
体
を
新
字
体

に
改
め
た
︒
ま
た
︑
筧
克
彦
の
論
文
の
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
が
︑
論
文
の
タ
イ
ト
ル

以
外
は
す
べ
て
ひ
ら
が
な
に
置
き
換
え
た
︒

（
1
）  

筧
は
東
京
帝
国
大
学
の
法
学
部
教
授
で
︑
行
政
法
第
二
講
座
を
担
当
し
て
い
た
人

物
で
あ
る
︒
ま
た
︑
法
理
学
や
憲
法
学
の
講
義
を
受
け
持
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
︒



一九〇〇年代における筧克彦の思想

265

　
　
筧
の
評
伝
的
論
文
に
つ
い
て
は
︑
三
潴
信
吾
「
筧
克
彦
」『
神
道
宗
敎
』
四
一
号
︑

一
九
六
五
年
︒
筧
泰
彦
「
父
筧
克
彦
の
こ
と
ど
も
」『
学
士
会
報
』
六
九
八
号
︑

一
九
六
六
年
︑
中
道
豪
一
「
筧
克
彦
の
神
道
教
育
─
─
そ
の
基
礎
的
研
究
と
再
評
価
へ

の
試
み
─
─
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
四
九
号
︑
二
〇
一
二
年
︒

（
2
）  

渡
辺
八
郎
「
筧
克
彦
先
生
と
私
」
一
九
六
二
年
（『
渡
辺
八
郎
先
生
遺
芳
録
』
渡
辺

八
郎
先
生
遺
芳
録
刊
行
会
︑
一
九
七
五
年
︑
四
九
〇
頁
）︒

（
3
）  

竹
田
稔
和
「﹁
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
と
﹁
私
見
な
し
﹂
─
─
筧
克
彦
の
古
神
道
に
つ

い
て
─
─
」『
岡
山
大
学
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
一
一
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
二
七
頁
・

三
六
頁
︒
他
に
竹
田
が
筧
に
つ
い
て
著
し
た
論
文
と
し
て
︑
同
「
筧
克
彦
の
国
家
論

─
─
構
造
と
特
質
─
─
」『
岡
山
大
学
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
一
〇
号
︑二
〇
〇
〇
年
︒

（
4
）  

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
─
─
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
─
─
』
作
品
社
︑

二
〇
〇
七
年
︑
四
六
六
頁
︒

（
5
）  

石
川
健
治
「
権
力
と
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
」
長
谷
部
恭
男
・
中
島
徹
編
『
憲
法
の
理
論

を
求
め
て
─
─
奥
平
憲
法
学
の
継
承
と
展
開
─
─
』
日
本
評
論
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑

二
五
五
頁
︒

（
6
）  

中
道
豪
一「
筧
克
彦
の
神
道
教
育
─
─
そ
の
基
礎
的
研
究
と
再
評
価
へ
の
試
み
─
─
」

『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
四
九
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
四
五
頁
︒
他
に
中
道

が
筧
に
つ
い
て
述
べ
た
論
文
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒
中
道
豪
一
「
貞
明
皇
后
へ

の
御
進
講
に
お
け
る
筧
克
彦
の
神
道
論
─
─
﹁
神
な
が
ら
の
道
﹂
の
理
解
と
先
行
研
究

に
お
け
る
問
題
点
の
指
摘
─
─
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
五
〇
号
︑

二
〇
一
三
年
︑
同
「
筧
克
彦
﹁
日
本
体
操
﹂
の
理
論
と
実
践
」『
明
治
聖
德
記
念
学
会

紀
要
』
復
刊
第
五
一
号
︑
二
〇
一
四
年
︒

（
7
）  

時
期
で
言
え
ば
︑
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
九
年
ま
で
の
六
年
間
の
思
想
で
あ
る
︒

（
8
）  

法
理
研
究
会
記
事
「
独
逸
に
於
け
る
行
政
法
研
究
の
状
況
」『
法
学
協
会
雑
誌
』

二
一
巻
一
〇
号
︑
一
九
〇
三
年
︒
以
下
（
独
）
と
し
て
本
文
中
に
引
用
箇
所
を
示
す
︒

（
9
）  

筧
克
彦
「
法
ノ
本
質
ヲ
論
ズ
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
二
巻
三
号
・
五
号
・
六
号
（
い

ず
れ
も
一
九
〇
四
年
）︒
以
下
三
号
（
法
①
）
五
号
（
法
②
）
六
号
（
法
③
）
と
し
て

本
文
中
に
引
用
箇
所
を
示
す
︒

（
10
）  

石
川
前
掲
「
権
力
と
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
」
二
七
四
頁
以
下
︒

（
11
）  

川
角
由
和
「
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
法
思
想
と
﹁
私
法
の
社
会
化
﹂」『
龍

谷
法
学
』
三
四
巻
四
号
︑
二
〇
〇
二
年
︒

（
12
）  

筧
克
彦
「
最
近
に
於
け
る
﹁
ギ
ル
ケ
ー
﹂
氏
の
団
体
本
質
論
」『
法
学
協
会
雑
誌
』

二
三
巻
二
号
︑
同
三
号
︒
な
お
日
本
に
お
け
る
ギ
ー
ル
ケ
の
翻
訳
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
が
︑
そ
の
最
初
期
の
翻
訳
で
も
あ
る
︒
以
下
二
号
（
ギ
①
）
三
号
（
ギ
②
）
と

し
て
本
文
中
に
引
用
箇
所
を
示
す
︒

（
13
）  

遠
藤
泰
弘
『
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
思
想
─
─
第
二
帝
政
期
ド

イ
ツ
政
治
思
想
史
研
究
序
説
─
─
』
国
際
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
一
〇
頁
︒

（
14
）  

遠
藤
前
掲
『
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
政
治
思
想
』
二
一
〇
頁
︒

（
15
）  

筧
克
彦
「
団
体
本
質
論
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
三
巻
四
号
・
五
号
・
七
号
・
八
号

（
一
九
〇
四
年
）︒
以
下
四
号
（
団
①
）
五
号
（
団
②
）
七
号
（
団
③
）
八
号
（
団
④
）

と
し
て
本
文
中
に
引
用
箇
所
を
示
す
︒

（
16
）  

「
活
働
」
と
「
活
動
」
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑「
活
働
は
常
に
客
観
的
方
面

と
同
時
に
主
観
的
方
面
よ
り
観
察
す
る
こ
と
を
要
し
︑
客
観
的
方
面
よ
り
即
ち
外
部

よ
り
す
る
と
き
は
常
に
原
因
結
果
の
関
係
に
よ
つ
て
之
れ
を
知
り
︑
主
観
的
方
面
即

ち
内
部
よ
り
す
る
と
き
は
常
に
自
由
意
思
に
原
因
す
る
こ
と
を
解
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︑

さ
れ
ば
活
働
は
唯
物
の
運
動
と
異
り
又
は
植
物
の
活
動
（
働
に
非
ず
）
と
も
異
り
て

唯
之
を
客
観
的
の
方
面
よ
り
の
み
観
察
し
原
因
結
果
の
関
係
の
み
に
依
つ
て
之
れ
を

説
く
能
は
ず
」
と
し
て
い
る
（
団
⑤
九
三
五
頁
）︒
つ
ま
り
「
活
働
」
は
主
観
の
自
由

意
思
と
客
観
的
に
み
た
場
合
の
原
因
結
果
の
整
合
性
の
両
側
面
が
あ
る
が
︑「
活
動
」

は
単
に
植
物
の
成
長
の
よ
う
な
も
の
で
︑
主
観
（
主
体
）
の
意
思
は
存
在
し
な
い
と

筧
は
明
白
に
使
い
分
け
て
い
る
︒

（
17
）  

同
右
︑
九
三
五
頁
・
九
三
六
頁
︒

（
18
）  

筧
克
彦
「
機
関
人
格
概
論
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
四
巻
六
号
・
八
号
（
一
九
〇
六
年
）︑

二
六
巻
三
号
（
一
九
〇
八
年
）︒
以
下
六
号
（
機
①
）
八
号
（
機
②
）
三
号
（
機
③
）
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と
し
て
本
文
中
に
引
用
箇
所
を
示
す
︒

（
19
）  

筧
克
彦
「
国
家
ノ
成
立
存
在
及
ヒ
発
達
ス
ル
理
由
ハ
人
類
ノ
自
由
活
働
ニ
存
リ
」『
法

学
志
林
』
七
巻
三
号
︑
一
九
〇
五
年
︒
以
下
（
国
）
と
し
て
引
用
箇
所
を
本
文
中
に

示
す
︒

（
20
）  

筧
克
彦
「
憲
法
ノ
精
神
ヲ
略
説
ス
」『
法
学
志
林
』
一
〇
巻
六
号
・
七
号
︑

一
九
〇
八
年
︒
以
下
六
号
（
憲
①
）︑七
号
（
憲
②
）
と
し
て
引
用
箇
所
を
文
中
に
示
す
︒

（
21
）  

筧
泰
彦
前
掲
「
父
筧
克
彦
の
こ
と
ど
も
」
四
〇
︱
四
四
頁
︒

（
22
）  

筧
克
彦
「
法
学
研
究
者
ト
シ
テ
太
古
ノ
思
潮
ヲ
論
ズ
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
七
巻

一
二
号
︑
一
九
〇
九
年
︒
以
下
（
思
）
と
し
て
引
用
箇
所
を
文
中
に
示
す
︒

（
23
）  

筧
克
彦
「
印
度
ニ
於
ケ
ル
仏
教
思
潮
ヲ
論
ズ
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
二
八
巻
一
号
～

二
八
巻
八
号
︑
一
九
一
〇
年
︒

（
24
）  

筧
克
彦
『
仏
教
哲
理
』
有
斐
閣
︑
一
九
一
一
年
︒
同
年
に
は
宗
教
的
色
彩
を
持
ち

な
が
ら
も
︑
法
律
学
の
専
門
書
と
し
て
刊
行
し
た
『
法
理
戯
論
』
有
斐
閣
︑
一
九
一
一

年
も
出
版
し
て
い
る
︒

（
25
）  

帝
大
卒
業
年
は
守
屋
と
水
上
が
一
九
一
〇
年
で
瀧
本
が
一
九
〇
九
年
︒
因
み
に

一
九
一
〇
年
の
高
文
合
格
者
で
著
名
人
は
鶴
見
祐
輔
（
内
務
官
僚
︑後
藤
新
平
の
娘
婿
）

な
ど
︒

 

守
屋
栄
夫
は
朝
鮮
総
督
府
秘
書
課
長
や
内
務
省
社
会
局
社
会
部
長
を
歴
任
し
︑
衆
院

議
員
︑
塩
竈
市
長
を
つ
と
め
た
︒
水
上
七
郎
は
滋
賀
県
警
察
部
長
や
三
重
県
内
務
部
長
︑

佐
賀
県
内
務
部
長
な
ど
を
歴
任
し
た
官
僚
で
あ
る
︒
滋
賀
県
警
察
部
長
時
に
︑
琵
琶

湖
上
の
多
景
島
に
五
箇
条
の
御
誓
文
を
刻
ん
だ
「
誓
の
御
柱
」
と
い
う
記
念
碑
を
設

置
す
る
運
動
を
起
こ
し
︑
一
九
二
四
年
に
実
現
し
て
い
る
（『
滋
賀
県
の
近
代
化
遺
産

─
─
滋
賀
県
近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
調
査
報
告
書
─
─
』
滋
賀
県
教
育
委
員

会
事
務
局
︑二
〇
〇
〇
年
）︒
瀧
本
豊
之
輔
は
逓
信
省
の
官
僚
で
︑『
仏
教
哲
理
』
や
『
か

み
あ
そ
び
や
ま
と
ば
た
ら
き
』
な
ど
筧
の
著
作
の
校
正
者
で
も
あ
る
︒

 

守
屋
栄
夫
の
研
究
に
は
︑
松
田
利
彦
「
朝
鮮
総
督
府
秘
書
課
長
と
﹁
文
化
政
治
﹂
─
─

守
屋
栄
夫
日
記
を
読
む
─
─
」
松
田
利
彦
・
や
ま
だ
あ
つ
し
編
『
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾

支
配
と
植
民
地
官
僚
』
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
が
あ
る
︒

（
26
）  

石
黒
の
帝
大
卒
業
年
は
守
屋
︑
水
上
と
同
じ
一
九
一
〇
年
で
あ
る
が
︑
高
文
合
格

は
一
年
遅
れ
の
明
治
一
九
一
一
年
︒
二
荒
芳
徳
は
一
九
一
三
年
（
同
年
卒
業
）
に
高

文
合
格
︒

 

石
黒
英
彦
は
朝
鮮
総
督
府
内
務
局
地
方
課
長
や
台
湾
総
督
府
文
教
局
長
︑
奈
良
県
知

事
︑
岩
手
県
知
事
︑
北
海
道
長
官
を
歴
任
し
︑
最
終
的
に
は
文
部
次
官
（
一
九
三
八

～
一
九
三
九
年
）
を
務
め
て
い
る
︒
二
荒
芳
徳
は
内
務
官
僚
を
経
て
︑貴
族
院
議
員
（
伯

爵
）︒
少
年
団
日
本
連
盟
（
現
在
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
）
の
初
代
理
事
長
で
︑

日
本
体
育
専
門
学
校
（
現
在
の
日
本
体
育
大
学
）
の
校
長
も
務
め
て
い
る
︒

 

二
荒
に
つ
い
て
は
︑
栗
田
英
彦
「
岡
田
式
静
坐
法
と
国
家
主
義
─
─
二
荒
芳
徳
を
通
じ

て
─
─
」『
論
集
』
第
三
七
巻
︑
河
野
有
理
「「
自
治
」
と
「
い
や
さ
か
」
─
─
後
藤
新

平
と
少
年
団
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
歴
史
の
な
か
の
日
本
政
治
　
一
』
中
央
公
論
新
社
︑

二
〇
一
四
年
︑
昆
野
伸
幸
「
二
荒
芳
徳
の
思
想
と
少
年
団
運
動
」『
明
治
聖
徳
記
念
学

会
紀
要
』
復
刊
五
一
号
︑
二
〇
一
四
年
な
ど
の
研
究
が
あ
る
︒

（
27
）  

渡
辺
八
郎
は
渡
辺
昇
子
爵
の
二
男
で
秩
父
宮
御
用
掛
︒
戦
後
は
滝
之
川
学
園
の
園

長
を
務
め
る
︒
遺
著
に
『
渡
辺
八
郎
先
生
遺
芳
録
』（
渡
辺
八
郎
先
生
遺
芳
録
刊
行
会
︑

一
九
七
五
年
）︑
加
藤
完
治
は
満
州
移
民
の
推
進
者
で
あ
り
︑
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇

軍
訓
練
所
の
所
長
な
ど
を
歴
任
し
た
︒
評
伝
に
中
田
薫
『
加
藤
完
治
の
世
界
─
─
満
洲

開
拓
の
軌
跡
─
─
』
不
二
出
版
︑
一
九
八
四
年
︒

謝
辞

　
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
「
帝
国
日
本
と
身
体
技
法
─
─
筧
克
彦
﹁
日
本
体
操
﹂
と

そ
の
受
容
─
─
」（
番
号
：
二
六
・
二
二
七
九
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒
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本
書
は
明
治
期
か
ら
一
九
四
五
年
の
日
本
敗
戦
時
に
至
る
ま
で
の
期
間
︑

当
時
の
日
本
の
代
表
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主

義
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
︑
ま
た
大
日
本
帝
国
の
政
府
や
社
会
に

対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
意
義
を
示
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
言
論
活
動
や

実
践
活
動
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
丹
念
に
追
跡
し
検
討
し
た
労
作
で
あ
る
︒

　
本
書
の
骨
格
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
の
関
係
性
と
い
う
テ
ー
マ

は
︑
既
存
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
取
り
扱
わ
れ

て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

既
存
研
究
の
多
く
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
は
帝
国
主
義
と
は
本
質
的
に
相
容
れ
な

い
と
の
価
値
判
断
を
自
明
の
前
提
と
し
て
︑
特
定
の
時
代
や
事
件
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
応
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
本
来
あ
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教

の
姿
か
ら
ど
の
程
度
逸
脱
し
て
い
た
か
を
批
判
す
る
と
い
う
傾
向
を
強
く

持
っ
て
い
た
の
に
対
し
︑
本
書
は
そ
う
し
た
倫
理
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

は
距
離
を
置
き
︑
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
の
関
係
性
が
︑
そ
の
時

代
ご
と
の
政
治
的
︑
社
会
的
︑
ま
た
は
思
想
的
な
課
題
と
ど
の
よ
う
に
結
び

付
き
な
が
ら
形
成
さ
れ
︑
ま
た
発
展
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
冷
静
に
考
察

し
︑
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
は
必
ず
し

も
矛
盾
す
る
関
係
に
な
く
︑
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ゆ
え
に
積
極
的
に

帝
国
主
義
を
支
持
す
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

考
察
の
対
象
時
期
を
明
治
期
か
ら
昭
和
の
敗
戦
ま
で
の
長
期
間
に
設
定
し
︑

分
析
の
対
象
と
な
る
地
理
的
範
囲
も
︑
日
本
本
土
か
ら
朝
鮮
半
島
や
中
国
大

陸
︑
さ
ら
に
米
国
西
海
岸
の
日
系
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
ま
で
広
げ
て
い
る
︒

こ
れ
ほ
ど
の
視
野
の
広
さ
は
︑
既
存
研
究
に
は
類
を
見
な
い
点
で
あ
り
︑
本

書
の
優
れ
た
特
色
と
言
え
る
︒

書 
評エ

ミ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著

『
近
代
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
―
―
神
の
た
め
の
帝
国
』

E
m

ily A
nderson.  C

hristianity and Im
perialism

 in M
odern Japan: Em

pire for G
od. 

B
loom

sbury A
cadem

ic, 2014

松
谷
基
和
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た
だ
し
︑
本
書
が
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
は
︑
実

際
に
は
「
日
本
組
合
基
督
教
会
」（
以
下
︑「
組
合
教
会
」）
を
指
し
て
お
り
︑

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
他
の
主
要
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

派
で
あ
る
日
本
基
督
教
会
や
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
は
考
察
の
対
象
か
ら
外
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
組
合
教
会
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の

は
︑
海
老
名
弾
正
や
柏
木
義
円
を
始
め
と
す
る
有
力
な
牧
師
や
信
徒
数
名
で

あ
り
︑
果
た
し
て
彼
ら
が
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
代
表
し
て
い
た
か
に

つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
本
書
は
組
合
教
会
と

い
う
特
定
の
教
派
に
重
点
を
置
い
た
著
作
で
あ
り
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

「
キ
リ
ス
ト
教
」
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
読
者
は
予
め
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
以
下
で
は
ま
ず
各
章
の
内
容
を
順
に
整
理
し
て
紹
介
し
︑
最
後
に
本
書
の

意
義
と
課
題
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　
序
章
で
は
本
書
の
研
究
上
の
目
的
と
意
義
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
︒
上
述

し
た
日
本
キ
リ
ス
ト
教
研
究
史
上
の
意
義
に
加
え
て
︑
本
書
が
「
帝
国
と
宗

教
」
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
意
識
し
た
事
例
研
究
で
あ
る
こ
と
も
強
調

さ
れ
る
︒

　
第
一
章
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
主
義
の
関
係
を
考
え
る
導
入
口
と
し
て
︑

い
わ
ゆ
る
「
不
敬
事
件
」
を
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
明

治
国
家
へ
の
忠
誠
を
め
ぐ
る
論
争
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
論
争
を

経
て
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
に
統
一
見
解
が
生
み
出
さ
れ
ず
︑
問
題
が
未
解

決
の
ま
ま
後
の
時
代
に
持
ち
越
さ
れ
た
こ
と
が
︑
後
の
朝
鮮
伝
道
（
本
書
の

第
四
章
）
を
始
め
と
す
る
帝
国
の
外
地
に
お
け
る
伝
道
の
目
的
や
方
法
を
め

ぐ
る
組
合
教
会
内
の
対
立
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑
日
露
戦
争
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

徒
間
の
論
争
が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
組
合
教
会
内
の
戦
争
肯
定
論
者
で

あ
る
海
老
名
弾
正
と
︑
否
定
論
者
の
柏
木
義
円
の
言
説
が
比
較
し
て
論
じ
ら

れ
る
︒
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
論
客
の
分
析
に
留
ま
ら
ず
︑
日
露
戦
争
を
否
定
す

る
柏
木
が
︑
実
際
に
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
対
応
を
採
っ
た
の
か
と
い
う
実
践
に
係
る
問
題
に
も
検
討
が
な
さ
れ

る
︒

　
第
三
章
は
︑
海
老
名
弾
正
と
そ
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
千
葉
豊
治
が
唱
道
し

た
在
米
日
系
人
移
民
へ
の
伝
道
を
分
析
す
る
︒
そ
こ
で
は
︑
そ
れ
ま
で
日
本

国
内
で
は
普
遍
性
や
超
国
家
性
を
主
張
す
る
信
仰
ゆ
え
に
国
体
に
反
す
る
と

批
判
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
を
︑
逆
に
そ
の
普
遍
性
や
超
国
家
性
を
活
か

し
て
日
本
と
い
う
国
家
を
離
れ
た
海
外
移
民
に
伝
道
し
︑
彼
ら
の
道
徳
的
資

質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
︑
帝
国
へ
の
貢
献
を
果
た
そ
う
と
し
た
海
老
名
ら

の
姿
が
描
か
れ
る
︒

　
第
四
章
で
は
︑
前
章
で
検
討
さ
れ
た
伝
道
を
通
じ
た
海
外
日
系
人
の
教
化

と
い
う
発
想
の
延
長
線
上
に
︑
組
合
教
会
が
展
開
し
た
朝
鮮
人
伝
道
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
朝
鮮
人
を
日
本
支
配
に
従
順
な
存
在
に
教
化
す

る
手
段
と
し
て
伝
道
を
推
進
し
た
渡
瀬
常
吉
と
︑
そ
れ
を
終
始
一
貫
厳
し
く
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批
判
し
続
け
た
柏
木
義
円
の
論
理
と
行
動
が
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
帝
国
へ
の
貢
献
を
強
調
す
る
政
治
的
要
求
の
入
り
混
じ
っ
た
伝
道

が
︑
朝
鮮
総
督
府
か
ら
の
支
援
を
受
け
て
短
期
的
に
は
一
定
の
成
果
を
収
め

た
も
の
の
︑
一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
に
よ
り
最
終
的
に
頓
挫
し
た

経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
辺
り
の
解
釈
と
叙
述
は
先
行
研
究
と
大
き
く
異

な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
︑
渡
瀬
が
行
っ
た
朝
鮮
の
地
方
へ
の
伝
道
旅
行
の
様

子
を
詳
し
く
分
析
し
た
り
︑
組
合
教
会
に
加
入
し
た
朝
鮮
人
側
の
論
理
（
欧

米
宣
教
師
と
の
確
執
）
を
紹
介
し
た
り
︑
ま
た
︑
渡
瀬
以
外
の
組
合
教
会
宣
教

師
で
あ
る
高
橋
鷹
蔵
と
栗
原
陽
太
郎
を
取
り
上
げ
︑
渡
瀬
と
の
相
違
点
（
例

え
ば
︑
高
橋
は
朝
鮮
語
を
学
び
朝
鮮
服
を
着
て
伝
道
し
て
い
た
）
に
も
論
及
し
た

り
す
る
な
ど
︑
組
合
協
会
の
朝
鮮
伝
道
の
全
体
像
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
描
い
た

点
は
︑
既
存
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
り
︑
注
目
に
価
す
る
︒

　
第
五
章
で
は
︑
三
・
一
独
立
運
動
で
朝
鮮
伝
道
が
頓
挫
し
た
後
︑
組
合
教

会
が
新
た
な
活
動
の
場
を
求
め
て
中
国
大
陸
に
進
出
し
て
行
く
過
程
が
描
か

れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
朝
鮮
伝
道
を
推
進
し
た
組
合
教
会
関
係
者
が
関
与
し

た
呂
運
亨
（
三
・
一
独
立
運
動
後
に
上
海
に
設
立
さ
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の

要
人
で
あ
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
背
景
を
持
っ
て
い
た
人
物
）
へ
の
懐
柔
工
作
や

奉
天
の
組
合
教
会
に
よ
る
在
満
朝
鮮
人
伝
道
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

米
国
で
日
系
人
伝
道
に
係
っ
た
人
物
（
第
三
章
）
が
こ
の
時
期
に
中
国
に
渡
り
︑

こ
う
し
た
一
連
の
伝
道
や
工
作
活
動
に
係
っ
て
い
た
事
実
も
明
ら
か
に
さ
れ
︑

組
合
教
会
の
海
外
伝
道
推
進
者
た
ち
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
が
示

さ
れ
る
︒

　
第
六
章
で
は
︑
日
本
本
土
に
視
点
が
戻
さ
れ
︑
一
九
二
〇
年
代
か
ら
盛
ん

に
な
っ
て
い
た
農
村
伝
道
と
帝
国
主
義
と
の
関
係
性
が
論
じ
ら
れ
る
︒
そ
こ

で
組
合
教
会
関
係
者
の
代
表
と
し
て
分
析
さ
れ
る
の
が
︑
同
じ
群
馬
県
で
活

動
し
て
い
た
柏
木
義
円
と
平
栗
原
陽
太
郎
で
あ
る
︒
彼
ら
は
両
者
と
も
朝
鮮

伝
道
に
関
与
し
（
第
四
章
）︑
そ
の
帝
国
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
は
異
な
っ
て
い

た
も
の
の
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
た
日
本
の
農
村
の
更
生
と
い
う
点
で
は
共

通
の
関
心
を
持
ち
︑
海
外
の
思
想
潮
流
︑
例
え
ば
︑
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
︑
社

会
主
義
︑
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
民
学
校
（
キ
リ
ス
ト
教
理
念
に
基
づ
く
農
業
教
育

を
重
視
し
た
）
の
存
在
な
ど
に
刺
激
を
受
け
つ
つ
︑
農
村
の
福
音
化
に
尽
力
し

て
い
た
︒
た
だ
し
︑
柏
木
が
一
貫
し
て
帝
国
へ
の
貢
献
と
い
う
欲
望
と
は
無

縁
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
栗
原
は
農
村
問
題
の
解
決
こ
そ
が
帝
国
へ
の
貢
献

と
な
る
と
見
て
お
り
︑
こ
の
発
想
が
次
章
で
見
る
満
蒙
開
拓
の
動
き
と
連
動

し
て
い
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

　
第
七
章
で
は
︑
一
九
三
〇
年
代
以
降
︑
満
蒙
へ
の
開
拓
移
民
送
出
と
い
う

国
策
に
乗
じ
て
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
が
協
力
し
て
推
進
し
た
満
州

国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
開
拓
村
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
の
開
拓
村
建

設
は
︑
一
九
二
〇
年
代
か
ら
農
村
伝
道
に
係
っ
て
き
た
賀
川
豊
彦
や
栗
原
陽

太
郎
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
力
を
結
集
し
︑
さ
ら
に
満
州
国
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

官
吏
で
あ
る
星
野
直
樹
や
武
藤
富
男
な
ど
も
協
力
し
て
推
進
さ
れ
た
一
大
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
そ
の
展
開
過
程
を
追
い
な
が
ら
︑
そ
れ
が
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一
九
四
五
年
八
月
の
ソ
連
侵
攻
に
よ
り
悲
惨
な
形
で
消
滅
し
た
こ
と
で
︑
明

治
以
来
︑
国
策
協
力
を
通
じ
て
帝
国
内
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
意
義

を
主
張
し
て
き
た
組
合
教
会
の
試
み
が
最
終
的
に
挫
折
し
た
と
結
論
す
る
︒

　
著
者
が
本
書
を
通
じ
て
紹
介
し
た
史
実
や
議
論
の
内
容
は
︑
日
本
に
お
け

る
先
行
研
究
と
重
な
る
部
分
も
多
く
︑
著
者
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
負
う
部
分

が
多
い
こ
と
を
緒
言
や
注
釈
で
明
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
著
者
は
こ
れ
ら

の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
新
た
な
資
料
発
掘
に
も
力
を
入
れ
︑
先
行

研
究
が
見
落
と
し
て
き
た
組
合
教
会
の
在
米
日
系
人
伝
道
や
国
内
の
農
村
伝

道
に
着
目
し
︑
こ
う
し
た
活
動
も
帝
国
主
義
と
の
有
機
的
連
関
性
を
持
っ
て

い
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
組
合
教
会
の
海
外
伝
道
の
目
的
や
特

徴
を
一
段
と
明
瞭
に
示
し
つ
つ
︑
さ
ら
に
世
界
史
や
日
本
帝
国
史
と
い
っ
た

よ
り
広
い
文
脈
か
ら
そ
の
意
義
を
捉
え
な
お
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
そ

し
て
︑
そ
れ
は
同
時
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
の
狭
間
で
︑
あ
る
い
は
神
と

シ
ー
ザ
ー
の
間
で
︑
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
に
苦
し
ん
だ
日
本

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
紆
余
曲
折
の
物
語
と
し
て
も
高
い
完
成
度
を
示
し
て
い

る
︒

　
他
方
で
︑
こ
う
し
た
物
語
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
︑
分
析
対
象

や
資
料
に
関
し
て
一
定
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
た
点
は
否
め
な
い
︒
例
え
ば
︑

近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
帝
国
の
関
係
性
を
探
求
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
対

象
を
組
合
教
会
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
く
︑
仮
に
重
視
す
る
に
し
て
も
他

教
派
へ
の
一
定
の
目
配
り
は
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
著
者
は
組
合
教

会
を
取
り
上
げ
た
主
な
理
由
と
し
て
︑
他
教
派
に
比
し
て
最
も
帝
国
と
の
問

題
と
の
関
与
が
深
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
逆
に
言
え
ば
相
対
的
に

帝
国
へ
の
関
与
が
低
か
っ
た
教
派
は
ど
の
よ
う
な
神
学
的
︑
あ
る
い
は
政
治

的
︑
社
会
的
背
景
か
ら
そ
の
よ
う
な
対
応
と
な
っ
た
の
か
が
重
要
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
他
教
派
の
異
な
っ
た
反
応
を
見
る
こ
と
で
初
め
て
近
代
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
内
部
の
多
様
性
や
帝
国
と
の
関
係
性
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
組
合
教
会
が
帝
国
の
海
外
膨
張
に
併
せ
て
海
外

に
も
伝
道
領
域
を
広
げ
て
い
き
︑
こ
れ
が
最
終
的
に
満
州
国
の
滅
亡
で
終
焉

を
迎
え
た
と
い
う
本
書
の
物
語
の
筋
書
き
に
お
い
て
︑
最
初
の
植
民
地
で
あ

る
台
湾
領
有
時
の
組
合
教
会
の
反
応
に
全
く
言
及
が
な
い
の
は
画
竜
点
睛
を

欠
く
感
が
あ
る
︒
組
合
教
会
の
帝
国
へ
の
関
心
が
明
治
以
来
︑
首
尾
一
貫
し

て
い
た
と
す
れ
ば
︑
台
湾
伝
道
こ
そ
が
試
金
石
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
実

際
に
台
湾
伝
道
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
な
ん
ら
か
の
議
論
が
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
言
及
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
う

し
た
限
界
点
も
含
め
て
本
書
の
提
示
す
る
物
語
は
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ

ス
ト
教
史
や
帝
国
史
に
関
心
を
寄
せ
る
読
者
に
は
刺
激
的
で
あ
り
︑
ぜ
ひ
と

も
邦
訳
が
望
ま
れ
る
︒
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春
画
（
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
エ
ロ
チ
カ
）
は
︑
一
般
大
衆
は
も
と
よ
り
研
究
者

を
も
刺
激
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
数
年
︑
春
画
を
巡
る
研
究

活
動
は
︑
国
際
的
に
大
き
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
︒
一
九
九
五
年
の
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
大
学
ブ
ル
ー
ミ
ン
ト
ン
校
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
「
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
と
江
戸
文
化
：
一
七
五
〇
︱
一
八
五
〇
」
に
お
い
て
春
画
研
究
の

新
し
い
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
（Jones 1996

）
の
だ
が
︑
近
年
の
研
究
は
︑

そ
れ
に
幾
つ
も
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
つ
け
加
え
た
︒
一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑

日
文
研
︑
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
）︑
立
命
館
大
学
の
研
究
者
た
ち
に
よ

る
四
年
が
か
り
の
春
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
︑
こ
れ
ま
で
にJapan R

eview

の

特
別
号
（G

erstle and C
lark 2013

）︑
二
〇
一
三
︱
二
〇
一
四
年
の
大
英
博
物

館
展
︑
そ
の
カ
タ
ロ
グ
の
出
版
（C

lark et al. 2013

）
と
い
っ
た
成
果
を
生
ん

で
い
る
︒

　
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
触
発
さ
れ
た
新
し
い
試
み
の
一
つ
が
︑
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
流
入
の
観
点
か
ら
の
研
究
で
あ
る
︒
リ
カ
ー
ル
・
ブ

リ
ュ
の
『
好
色
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
─
─
日
本
の
春
画
が
西
洋
絵
画
に
与
え
た

影
響
』（Erotic Japonism

e: T
he Influence of Japanese Sexual Im

agery on W
estern A

rt, 

2013

）
は
︑
西
洋
絵
画
に
対
す
る
春
画
の
影
響
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
数
少
な

い
論
考
の
一
つ
で
あ
る
︒
予
備
知
識
を
持
た
な
い
読
者
に
も
︑
春
画
︑
お
よ

び
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
西
洋
の
性
愛
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
︑
一
六
七
枚
の
フ
ル
カ
ラ
ー
の
写
真
を
駆
使
し
て
初
歩
か
ら
手
ほ
ど

き
し
て
く
れ
る
︒
ブ
リ
ュ
の
意
図
は
︑
春
画
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
商
の
目

を
引
き
始
め
た
一
八
六
〇
年
代
初
期
か
ら
二
十
世
紀
最
初
の
数
十
年
ま
で
の

書 
評リ

カ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
著

『
好
色
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
―
―
日
本
の
春
画
が
西
洋
絵
画
に
与
え
た
影
響
』

R
icard B

ru. Erotic Japonism
e: T

he Influence of Japanese Sexual Im
agery on W

estern A
rt. 

H
otei Publishing, 2013

マ
イ
ケ
ル
・
ツ
ー
ル
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期
間
に
お
い
て
︑
芸
術
的
︑
美
学
的
視
点
か
ら
︑「
春
画
が
ど
の
よ
う
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
画
家
た
ち
に
感
受
さ
れ
解
釈
さ
れ
た
か
を
理
解
し
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
時
代
の
美
的
基
準
の
概
略
を
示
す
」（
viii
頁
）
こ
と
に
あ
り
︑
過
去
に
著

者
自
ら
が
主
事
を
務
め
た
幾
つ
か
の
展
覧
会
─
─
「
秘
め
ら
れ
た
図
像
─
─

ピ
カ
ソ
と
日
本
の
春
画
」（B

ru and G
ual 2010

） 

な
ど
─
─
の
経
験
と
︑
西
洋

絵
画
と
春
画
に
つ
い
て
の
該
博
な
知
識
に
基
づ
い
て
︑
春
画
の
発
見
に
よ
っ

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
た
ち
が
︑「
一
八
八
〇
年
代
以
降
︑
性
と
エ
ロ
テ
ィ
シ

ズ
ム
の
新
し
い
描
法
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」（
一
四
八
頁
）
経
緯

が
た
ど
ら
れ
て
い
る
︒

　
西
洋
に
お
け
る
春
画
の
受
容
︑
伝
播
︑
影
響
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
な

い
た
め
で
あ
ろ
う
か
︑『
好
色
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
』
の
全
三
章
は
︑
幾
つ
か
の

詳
細
な
議
論
を
の
ぞ
け
ば
︑
大
部
分
が
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
鳥
瞰
図
に

な
っ
て
い
る
︒
序
論
で
は
︑
春
画
の
西
洋
へ
の
流
入
が
︑
十
八
世
紀
ロ
マ
ン

主
義
の
東
洋
趣
味
︑
お
よ
び
十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
背
景
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
第
一
章
で
は
︑
日
本
と
の
交
易
と
日
本
の
性
愛
イ

メ
ー
ジ
の
歴
史
的
文
脈
が
提
供
さ
れ
る
︒
読
者
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
い
の

は
︑
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ビ
ン
グ
（
一
八
三
八
︱
一
九
〇
五
）
と
林
忠
正

（
一
八
五
三
︱
一
九
〇
六
）
と
い
う
二
人
の
画
商
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
︒

ビ
ン
グ
は
一
八
七
〇
年
代
に
日
本
美
術
を
輸
入
し
始
め
︑
一
八
八
一
年
ま
で

に
は
︑
パ
リ
に
四
店
舗
を
構
え
る
「
日
本
美
術
を
扱
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の

画
商
の
一
人
」（
三
十
七
頁
）
と
な
っ
た
︒
林
は
一
八
七
八
年
︑
パ
リ
万
国
博

覧
会
の
通
訳
と
し
て
パ
リ
に
到
着
し
た
︒
一
八
九
〇
年
代
に
ビ
ン
グ
が
日
本

美
術
か
ら
離
れ
る
と
︑
林
が
彼
の
跡
を
継
ぎ
︑
浮
世
絵
の
版
画
や
画
集
を
最

も
手
広
く
商
う
画
商
と
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
一
八
七
二
年
の
違
式

詿
違
条
例
に
よ
っ
て
︑
春
画
は
「
猥
褻
」（
三
十
八
頁
）
と
し
て
販
売
が
禁
止

さ
れ
て
お
り
︑
林
は
外
国
人
に
卑
し
む
べ
き
画
を
売
っ
て
日
本
の
名
誉
を
汚

す
者
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
四
十
一
頁
）︒

　
第
二
章
は
︑
春
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︑
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
流
通

し
た
春
画
の
取
引
と
研
究
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
析
に
な
っ
て
い
る
︒
ブ

リ
ュ
は
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
歴
史
を
物
語
る
だ
け
で
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

言
語
に
よ
る
春
画
研
究
─
─
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
（
一
八
二
二
︱

一
八
九
六
）
が
林
忠
正
の
協
力
を
得
て
書
い
た
『
歌
麿
─
─
青
楼
の
画
家
』

（O
utam

aro: le peintre des m
aisons vertes

）（
一
八
九
一
）︑
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・

ポ
ン
セ
ッ
ト
ン
（
一
八
七
五
︱
一
九
五
〇
）
の
『
日
本
の
好
色
画
』（Les 

érotiques japonais

）（
一
九
二
五
）︑
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ト
（
一
八
七
〇
︱

一
九
四
九
）
が
書
い
た
と
さ
れ
る
『
日
本
の
エ
ロ
ス
』（Japanische Erotik

）

（
一
九
〇
七
）
等
─
─
に
も
触
れ
て
い
る
︒
こ
の
章
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
過
去
及
び
現
在
の
春
画
研
究
の
解
説
と
し
て
︑
第
三
章
へ
の
導
入
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
︒

　
第
三
章
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
に
対
す
る
春
画
の
影
響
」
は
︑
分
量
的
に
本

書
の
大
半
を
占
め
︑
ブ
リ
ュ
の
主
要
な
論
点
と
と
も
に
︑
個
々
の
春
画
に
対

す
る
緻
密
で
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
分
析
を
含
ん
で
い
る
︒
ブ
リ
ュ
が
特
に
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注
目
し
て
い
る
の
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
蛸
の
モ
チ
ー
フ
で
︑
彼
は
そ
の
人
気

の
源
を
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
︱
一
八
四
九
）
の
『
喜
能
会
之
故
真
通
』

（
一
八
一
四
）
第
三
巻
所
収
の
画
に
帰
し
て
い
る
︒
こ
の
有
名
な
春
画
は
二
匹

の
蛸
が
海
女
と
親
密
な
行
為
に
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
で
︑
ブ

リ
ュ
は
こ
の
神
話
的
な
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
画
想
︑
お
よ
び
他
の
動
物

と
人
間
の
性
交
渉
を
描
い
た
春
画
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
頽
唐
派
︑
象
徴
派
︑

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
人
々
に
与
え
た
影
響
を
︑
多
く
の
絵
画
︑
彫
刻
︑
装
飾
品
を

通
し
て
た
ど
っ
て
い
る 

（
九
十
︱
九
十
八
頁
）︒
章
の
残
り
の
部
分
で
は
︑
フ

ラ
ン
ス
の
芸
術
家
た
ち
（
ド
ガ
︑
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
＝
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
︑
ロ
ダ
ン
）︑

次
い
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
春
画
の
流
通
を
追
い
な
が
ら
︑
ベ
ル
ギ
ー
︑

イ
ギ
リ
ス
︑
ド
イ
ツ
︑
ス
ペ
イ
ン
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
芸
術
家
た
ち
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
︒
最
後
に
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
の
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し

て
か
な
り
詳
し
い
解
説
が
あ
る
︒

　
ブ
リ
ュ
の
議
論
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
︑
少
し
急
ぎ
足
に

感
じ
ら
れ
る
時
も
あ
る
︒
ベ
ル
ギ
ー
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
つ
い
て
の
説
明
が

ひ
と
し
き
り
続
く
と
︑
今
度
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
春
画
の
解
釈
に
話
頭
が
転

じ
る
と
い
っ
た
具
合
だ
︒
最
も
興
味
深
く
読
め
る
の
は
︑
春
画
コ
レ
ク
タ
ー

に
つ
い
て
の
リ
サ
ー
チ
と
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
の
絵
画
と
日
本
の
春
画
を

並
べ
て
そ
こ
に
影
響
関
係
を
見
出
す
ブ
リ
ュ
の
手
際
で
あ
る
︒
西
洋
芸
術
に

対
す
る
春
画
の
影
響
を
た
ど
る
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
選
ぶ
と
︑
と
も
す

る
と
論
点
を
絞
っ
て
議
論
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
︑
大
家
と
さ

れ
る
画
家
の
作
品
を
幅
広
く
渉
猟
し
て
春
画
の
影
響
を
探
る
作
業
に
傾
い
て

し
ま
う
︒
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
春
画
の
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
研
究
が
極

め
て
少
な
い
こ
と
を
思
え
ば
︑
こ
う
し
た
総
論
的
な
研
究
こ
そ
必
要
と
さ
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
本
書
を
読
ん
で
い
る
と
︑
東
洋
と
エ
ロ
ス

を
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
と
危
険
性
が
あ
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
お
の
ず
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
︒

　『
好
色
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
』
は
︑
世
界
に
散
在
し
て
い
た
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
か
ら
精
選
し
た
作
品
を
豪
華
な
フ
ル
カ
ラ
ー
で
掲
載
し
︑
日
本
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
学
術
研
究
を
繫
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
西
洋
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
制

作
を
理
解
す
る
上
で
︑
東
洋
の
影
響
と
性
愛
イ
メ
ー
ジ
の
研
究
が
重
要
で
あ

る
こ
と
を
強
く
訴
え
て
い
る
︒
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本
書
は
︑
ド
イ
ツ
語
圏
日
本
学
研
究
の
碩
学
で
あ
り
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学

日
本
学
教
授
で
あ
る
著
者
が
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
発
表

し
た
十
五
編
の
論
文
集
で
あ
り
︑
主
題
別
に
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
一
章
は
︑
日
本
文
学
の
翻
訳
可
能
性
︑
日
本
と
西
洋
に
お
け
る
俳
句
理

解
の
差
異
︑
日
本
文
学
の
受
容
︑
日
本
に
お
け
る
ロ
ゴ
フ
レ
ー
ズ
の
英
語
表

記
と
い
う
翻
訳
を
め
ぐ
る
四
つ
の
主
題
を
論
じ
て
い
る
︒
日
本
文
学
の
翻
訳

不
可
能
性
に
つ
い
て
は
よ
く
言
及
さ
れ
る
が
︑
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
よ

り
距
離
が
遠
い
ゆ
え
に
自
由
翻
訳
の
可
能
性
が
高
ま
る
側
面
も
あ
る
と
い
う
︒

日
本
語
表
現
の
多
義
性
や
曖
昧
性
を
翻
訳
す
る
際
の
困
難
さ
が
例
証
さ
れ
る

が
︑
文
脈
を
正
当
に
解
釈
す
れ
ば
相
対
的
に
翻
訳
可
能
だ
と
い
う
立
場
が
示

さ
れ
る
︒
ま
た
昔
の
大
仰
な
ド
イ
ツ
語
翻
訳
に
比
べ
る
と
現
代
訳
の
方
が
非

装
飾
的
で
厳
格
に
な
り
︑
よ
り
繊
細
な
読
者
・
受
容
に
も
対
応
で
き
る
ゆ
え

に
︑
日
本
文
学
の
多
様
性
へ
の
感
受
性
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
と
い
う
︒
俳
句
論
で
は
︑
万
葉
集
か
ら
芭
蕉
を
経
て
良
寬
︑
一
茶
︑
子
規

に
至
る
俳
句
作
品
を
例
示
し
つ
つ
︑
桑
原
武
夫
の
「
俳
句
第
二
芸
術
論
」
を

紹
介
し
た
あ
と
︑
ド
イ
ツ
の
俳
句
受
容
に
も
触
れ
︑
こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が

大
衆
性
と
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
で
の
日
本
文
学

受
容
に
関
し
て
は
︑
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
四
年
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
日

本
関
連
の
翻
訳
書
数
が
︑
一
八
六
八
年
以
降
百
年
間
の
新
刊
書
数
を
上
回
っ

て
い
る
︒
一
九
九
三
年
以
後
日
本
文
学
双
書
と
題
し
て
毎
年
三
冊
か
ら
六
冊

の
翻
訳
書
が
刊
行
さ
れ
︑
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
︑
明
治
か
ら
平
成
に
至

る
文
学
作
品
︑
つ
ま
り
古
今
和
歌
集
や
方
丈
記
に
は
じ
ま
り
︑
荷
風
︑
鷗
外
︑

書 
評イ

ル
メ
ラ
・
日
地
谷
・
キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
著

『
日
本
人
が
残
し
た
も
の
―
―
越
境
文
化
、
翻
訳
、
自
己
主
張
』

Irm
ela H

ijiya-K
irschnereit. W

as vom
 Japaner übrig blieb: Transkulur, Ü

bersetzung, 
Selbstbehauptung. M

ünchen: Iudicium
 V

erlag, 2013

土
屋
勝
彦



276

漱
石
︑
そ
れ
に
大
岡
昇
平
︑
石
牟
礼
道
子
︑
宇
野
千
代
︑
円
地
文
子
︑
河
野

多
恵
子
︑
大
庭
み
な
子
な
ど
多
種
多
様
な
日
本
文
学
が
紹
介
さ
れ
︑
さ
ら
に

古
井
由
吉
︑
丸
谷
才
一
︑
島
尾
敏
雄
ま
で
翻
訳
さ
れ
た
︒
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は

著
者
の
責
任
編
集
で
刊
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
随
一
の
日
本
文
学
翻
訳
選
集
で
あ

り
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
で
の
受
容
に
つ
い
て
言
え
ば
成
功
か
ど
う

か
判
断
す
る
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
が
︑
た
と
え
ば
各
五
千
部
近
く
が
販

売
さ
れ
た
実
績
は
︑
一
定
の
受
容
が
な
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
︒
書

評
以
外
に
も
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
や
戯
曲
︑
オ
ペ
ラ
︑
映
画
な
ど
に
作
品
が
引
用

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
︑
日
本
文
学
が
ド
イ
ツ
で
徐
々
に
定
着
し
て
き
た

と
い
え
る
︒
ロ
ゴ
フ
レ
ー
ズ
に
関
す
る
論
文
で
は
︑
Ｔ
シ
ャ
ツ
な
ど
の
ロ
ゴ

標
語
が
い
か
な
る
社
会
的
文
化
的
機
能
を
有
す
る
か
を
考
え
る
た
め
に
︑
主

に
一
九
八
〇
年
代
の
英
語
で
書
か
れ
た
ロ
ゴ
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
言
語

分
析
を
試
み
て
い
る
︒
子
供
用
の
ト
レ
ー
ナ
ー
に
書
か
れ
た
標
語
が
︑
間

違
っ
た
英
語
表
現
を
含
み
つ
つ
も
︑
商
品
と
は
関
係
な
く
明
る
い
気
分
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
お
り
︑
無
論
欧
米
に
も
見
ら
れ
る
と
は
い
え
︑
日
本
で
は
と
り

わ
け
内
容
よ
り
も
装
飾
性
が
重
視
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
ひ
と
つ
に
な
っ

て
い
る
︒
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
︑
格
言
や
モ
ッ
ト
ー
︑
ジ
ョ
ー

ク
や
政
治
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
︑
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ま
で
様
々
の

具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
分
析
し
︑
こ
う
し
た
標
語
が
俳
句
や
川
柳
と
同
様
に
︑

言
葉
遊
び
を
含
む
日
常
生
活
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
︑
ユ
ー

モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
持
つ
詩
的
表
現
で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

　
第
二
章
で
は
︑「
人
気
作
家
」
た
る
林
真
理
子
の
「
私
小
説
」
論
︑
日
独
文

学
交
流
︑
日
本
文
学
に
お
け
る
ベ
ル
リ
ン
表
象
︑
そ
し
て
本
書
の
表
題
が
副

題
に
な
っ
て
い
る
映
画
『
ロ
ス
ト
・
イ
ン
・
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
』
が
解

釈
さ
れ
る
︒
ま
ず
八
〇
年
代
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
林
真
理
子
の
「
私

小
説
」
と
い
う
短
編
で
は
︑
リ
ア
ル
な
当
事
者
性
を
演
じ
る
作
家
と
主
人
公

の
同
一
性
か
ら
読
者
を
引
き
込
み
︑
若
手
作
家
の
成
功
物
語
と
作
家
を
取
り

巻
く
女
友
達
と
の
葛
藤
・
交
流
が
平
易
な
日
常
語
で
描
か
れ
︑
虚
構
が
現
実

と
結
合
さ
れ
文
学
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
形
成
す
る
と
い
う
メ
タ
物
語
の
様
相
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
︒
日
独
文
学
交
流
で
は
︑
長
年
独
文
学
か
ら
近
代
日
本
へ
の

一
方
的
流
入
と
受
容
が
見
ら
れ
た
が
︑
現
在
で
は
吉
本
ば
な
な
や
村
上
春
樹

な
ど
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
日
本
文
学
も
現
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は

シ
ュ
リ
ン
グ
の
評
判
作
『
朗
読
者
』
が
日
本
で
相
当
数
読
ま
れ
た
の
と
類
似

し
て
い
る
︒
ベ
ル
リ
ン
表
象
に
つ
い
て
は
︑
大
江
健
三
郎
か
ら
小
田
実
︑
村

上
春
樹
︑
河
野
多
恵
子
︑
三
島
由
紀
夫
︑
開
高
健
︑
そ
し
て
森
鷗
外
の
ベ
ル

リ
ン
表
象
︑
と
く
に
移
民
の
多
い
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
地
区
の
描
出
が
論
じ
ら

れ
︑
最
後
に
ド
イ
ツ
作
家
の
日
本
像
も
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒
本
章
の
眼

目
と
な
る
映
画
『
ロ
ス
ト
・
イ
ン
・
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
』
と
カ
ズ
オ
・

イ
シ
グ
ロ
の
『
浮
世
の
画
家
』
の
比
較
日
本
文
化
論
な
い
し
翻
訳
文
化
論
で

は
︑
両
作
品
と
も
日
本
像
を
外
部
か
ら
の
視
線
で
描
出
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
西
洋
人
に
も
日
本
人
に
も
「
想
像
な
い
し
期
待
さ
れ
た
」「
真
正

な
」
描
写
と
し
て
受
容
さ
れ
る
過
程
が
明
ら
か
と
な
り
︑
結
論
と
し
て
︑
こ
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う
し
た
戸
惑
い
な
が
ら
も
納
得
す
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
他
者
理
解

の
境
地
こ
そ
文
化
翻
訳
と
い
う
も
の
の
逆
説
的
な
面
白
さ
だ
ろ
う
と
い
う
︒

　
第
三
章
で
は
︑
三
島
由
紀
夫
作
品
に
お
け
る
終
末
世
界
像
を
考
察
し
た
文

学
的
風
景
描
写
の
美
学
論
︑
愛
国
的
な
食
通
・
グ
ル
メ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
表

象
を
論
じ
た
日
本
国
民
的
な
自
己
主
張
・
自
己
理
解
の
考
察
︑「
忘
れ
ら
れ
た

追
憶
」
と
題
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
モ
ー
ド
か
ら
見
た
国
民
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
表
象
の
分
析
が
主
題
で
あ
る
︒
三
島
由
紀
夫
の
黙
示
録
的
な
終
末

風
景
に
慰
め
を
見
い
だ
す
の
は
︑
鴨
長
明
か
ら
始
ま
る
日
本
的
無
常
観
の
み

な
ら
ず
︑
戦
災
直
後
の
瓦
礫
の
風
景
が
︑
地
震
や
津
波
な
ど
天
災
直
後
の
瓦

礫
風
景
と
同
様
に
︑
過
酷
な
状
況
へ
の
審
美
性
発
見
と
い
う
日
本
人
の
宿
命

論
的
美
学
と
結
び
つ
い
て
お
り
︑
戦
争
直
後
の
報
道
写
真
に
も
そ
れ
が
現
れ

て
い
る
と
す
る
︒

　
第
四
章
は
︑
ア
ジ
ア
の
日
本
と
題
し
て
︑
戦
後
の
過
去
の
克
服
問
題
か
ら

日
本
文
学
に
お
け
る
南
京
表
象
︑
そ
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
文
化
の
成

立
過
程
が
検
証
さ
れ
て
お
り
︑
と
く
に
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
文
化
に
つ
い

て
は
︑
日
本
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
そ
の
前
史
を
取
り
上
げ
︑
中
国
由

来
の
漢
字
導
入
か
ら
明
治
以
降
の
西
洋
文
化
移
入
の
歴
史
に
至
る
日
本
文
化

の
影
響
史
を
論
じ
︑
た
ん
な
る
外
来
文
化
の
影
響
と
い
う
よ
り
異
質
な
も
の

の
自
己
対
話
な
い
し
自
己
発
見
の
歴
史
で
あ
り
︑
他
者
文
化
へ
の
「
憎
悪
・

愛
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

　
以
上
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
た
が
︑
日
本
文
学
研
究
を
中
心
に
据
え
な
が

ら
︑
戦
後
の
歴
史
問
題
か
ら
︑
映
画
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
︑
モ
ー
ド
︑
グ
ル
メ

な
ど
現
代
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
明
解
か
つ
丁

寧
に
紹
介
・
考
察
し
て
い
く
姿
勢
は
一
貫
し
て
お
り
︑
日
本
人
読
者
に
と
っ

て
も
大
い
に
啓
発
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
と
く
に
文
学
翻
訳
に
関
し
て
︑
過
度
の

ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
陥
ら
ず
︑
ド
イ
ツ
人
読
者
に
対
し
て
可
能
な
限
り
日
本
文
化

の
エ
ー
ト
ス
が
理
解
で
き
る
よ
う
簡
明
に
説
明
さ
れ
て
い
る
点
は
高
く
評
価

で
き
る
︒
ま
た
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
歴
史
学
や
社
会
学
か
ら
の
知
見
を
反

映
さ
せ
る
こ
と
で
学
際
的
な
著
作
に
も
な
っ
て
い
る
︒
先
行
研
究
と
し
て
日

本
人
研
究
者
の
み
な
ら
ず
欧
米
や
ア
ジ
ア
の
研
究
者
も
参
照
・
紹
介
し
て
い

る
点
で
も
視
野
が
広
が
り
︑
著
者
の
行
き
届
い
た
目
配
り
と
多
様
な
関
心
動

向
が
よ
く
窺
え
る
︒
た
だ
し
日
本
的
な
美
意
識
に
関
す
る
分
析
に
は
説
得
力

が
あ
る
が
︑「
美
し
き
日
本
」
と
い
う
表
象
に
つ
な
が
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
伝
統

的
保
守
主
義
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
分
析
を
望
み
た
い
︒
ま
た
想

像
さ
れ
た
自
己
表
象
と
他
者
表
象
の
問
題
が
︑
文
化
翻
訳
に
お
け
る
重
要
な

課
題
で
あ
る
と
の
認
識
に
異
存
は
な
い
が
︑
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
を
起
点
と
し

て
ラ
カ
ン
が
言
及
し
て
い
る
鏡
像
理
論
と
も
関
わ
る
問
題
系
で
あ
り
︑
社
会

心
理
学
的
な
方
向
に
広
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
多
様
な
日
本
文
化
像

と
受
容
過
程
を
解
明
す
る
本
書
の
意
図
は
明
確
で
あ
る
が
︑
論
集
と
い
う
性

格
上
や
や
総
花
的
な
い
し
概
説
的
に
な
る
部
分
も
散
見
さ
れ
る
︒
と
は
い
え

本
書
は
︑
日
本
的
美
意
識
や
日
本
文
学
の
特
徴
・
受
容
過
程
に
つ
い
て
︑
自

文
化
か
ら
の
視
線
で
は
見
通
し
難
い
諸
問
題
を
︑
優
れ
た
観
察
眼
と
旺
盛
な
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好
奇
心
に
よ
っ
て
活
写
し
て
お
り
︑
日
本
文
学
・
文
化
論
と
し
て
必
読
文
献

の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
も
本
書
の
表
紙
絵
は
示
唆
的
で
あ
る
︒

有
産
階
級
の
芸
術
収
集
家
と
お
ぼ
し
き
日
本
の
老
紳
士
が
葉
巻
を
く
ゆ
ら
せ

な
が
ら
︑
ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
前
で
微
笑
ん
で
お
り
︑
そ
の
側
に
は
和
装
の
日
本

女
性
が
「
切
り
取
ら
れ
た
耳
」
の
瓶
を
盆
に
の
せ
て
た
た
ず
ん
で
い
る
︒
こ

の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
・
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
︑
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム

と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
逆
転
的
に
混
淆
し
た
挑
発
的
な
絵
画
に
「
日
本
人
が
残

し
た
も
の
」
へ
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
満
ち
た
姿
が
と
ら
え
ら

れ
る
︒
け
だ
し
日
本
人
研
究
者
か
ら
は
見
え
に
く
い
視
点
で
あ
ろ
う
︒
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明
治
半
ば
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
︑
ユ
ニ
バ
ー
リ
ス
ト
（
宇

宙
神
教
）︑
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
由
来
の
普
及
福
音
教
会
と
い
う
︑
新
神
学
と
呼

ば
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
宗
派
が
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
席
巻
し
て
い
る
︒
な

か
で
も
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
日
本
で
の
伝
道
期
間
は
一
八
八
七
年
か
ら

一
九
二
二
年
と
短
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
初
期
の
宣
教
活
動
を
福
澤
諭
吉
が

支
援
し
た
こ
と
や
︑
社
会
主
義
研
究
会
︑
友
愛
会
か
ら
同
盟
へ
と
続
く
︑
日

本
の
社
会
主
義
︑
労
働
運
動
の
基
礎
を
作
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
日
本
で
の
研

究
は
少
な
く
な
い
︒
目
立
っ
た
も
の
だ
け
を
挙
げ
て
も
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と

宗
教
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
著
作
で
あ
る
鈴
木
範
久
『
明
治
宗
教

思
潮
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
九
）︑
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研

究
所
と
そ
の
関
係
者
に
よ
る
『﹃
六
合
雑
誌
﹄
の
研
究
』（
教
文
館
︑

一
九
八
四
）
な
ど
の
業
績
︑
そ
し
て
最
近
は
土
屋
博
政
に
よ
っ
て
『
ユ
ニ
テ

リ
ア
ン
と
福
沢
諭
吉
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
四
）
を
は
じ
め
と
し

て
精
力
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
釈
宗
演
の
研
究
で
知
ら
れ
る
仏
教
学
者
に
よ
る
研
究
で
あ
り
︑

英
語
圏
へ
の
読
者
に
は
お
そ
ら
く
初
め
て
の
本
格
的
な
紹
介
と
な
る
だ
ろ
う
︒

前
述
の
日
本
語
研
究
文
献
に
も
よ
く
目
配
り
し
た
研
究
で
あ
り
︑
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
運
動
に
関
し
て
は
︑
ま
と
ま
り
の
点
で
日
本
の
先
行
研
究
と
比
べ
て
も

遜
色
な
い
︒

　
本
書
の
第
一
部
か
ら
第
三
部
七
章
に
か
け
て
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
運
動
の

軸
と
な
る
個
人
に
焦
点
を
あ
て
︑
運
動
の
盛
衰
の
歴
史
的
叙
述
で
あ
る
︒
開

拓
者
ア
ー
サ
ー
・
ナ
ッ
プ
︑
黄
金
時
代
を
も
た
ら
し
た
ク
レ
イ
・
マ
コ
ー
レ
ー
︑

書 
評ミ

シ
ェ
ル
・
モ
ー
ル
著

『
仏
教
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
、
普
遍
性
を
め
ぐ
る
明
治
期
の
競
争
』

M
ichel M

ohr. B
uddhism

, U
nitarianism

, and the M
eiji C

om
petition for U

niversality. 
H

arvard U
niversity A

sia C
enter, 2014

吉
永
進
一



280

そ
し
て
日
本
伝
道
に
幕
を
お
ろ
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
Ｗ
・
デ
イ
と
い
う
ア
メ

リ
カ
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
か
ら
送
ら
れ
た
三
名
の
宣
教
師
に
つ
い
て
は
︑

ア
ン
ド
ー
バ
ー
神
学
院
に
残
さ
れ
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
資
料
を
参
照
し
つ
つ
手

堅
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
人
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
は
︑
神
田
佐
一

郎
︑
佐
治
実
然
︑
岸
本
能
武
太
︑
安
倍
磯
雄
︑
廣
井
辰
太
郎
︑
内
ケ
崎
作
三

郎
︑
鈴
木
文
治
な
ど
の
主
要
会
員
が
と
り
あ
げ
ら
れ
︑
宗
教
運
動
か
ら
労
働

運
動
と
い
う
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
研
究
の
定
説
に
そ
っ
て
語
ら
れ
る
︒
古
河
老
川
︑

村
上
専
精
と
い
っ
た
仏
教
者
へ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
影
響
も
論
じ
ら
れ
て
い

る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
は
日
本
人
読
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
目
新
し
い
話

題
で
は
な
い
︒

　
本
書
の
特
徴
は
︑
こ
う
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
通
史
だ
け
で
な
く
︑
タ
イ
ト

ル
に
「
普
遍
性
を
め
ぐ
る
明
治
期
の
競
争
」
と
あ
る
よ
う
に
︑
八
章
︑
九
章
︑

エ
ピ
ロ
ー
グ
の
部
分
で
論
じ
ら
れ
る
︑
普
遍
性
︑
諸
教
融
和
と
い
っ
た
宗
教

思
想
の
歴
史
的
行
方
に
あ
る
︒
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
ユ

ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
元
仏
教
者
が
活
躍
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
を
超
え
て

い
た
運
動
で
あ
っ
た
が
︑
一
方
で
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
宗
教
の
普

遍
と
諸
宗
教
の
協
調
を
主
張
し
な
が
ら
︑
自
宗
教
を
優
位
に
置
く
と
い
う
二

面
的
な
性
格
が
あ
っ
た
︒
本
書
に
は
︑
そ
れ
を
端
的
に
示
す
興
味
深
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
二
〇
年
︑
ア
メ
リ
カ
︑
ボ
ス
ト
ン
で
開

催
さ
れ
た
国
際
宗
教
自
由
派
会
議
に
お
け
る
内
ケ
崎
作
三
の
不
満
で
あ
る
︒

会
議
に
出
席
し
た
内
ケ
崎
は
︑
壇
上
で
議
論
す
る
代
表
者
が
ア
メ
リ
カ
人
と

イ
ギ
リ
ス
人
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
憤
慨
し
︑
同
じ
く
不
快
感
を
抱
い
た
ヨ
ガ

ナ
ン
ダ
と
徹
夜
で
語
り
合
っ
た
と
い
う
︒「
普
遍
」
と
い
い
な
が
ら
︑
ア
ン
グ

ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
を
優
位
に
置
く
︑
当
時
の
英
米
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
限
界
を
示

す
逸
話
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
戦
略
的
な
利
用
は
キ
リ
ス
ト
教
だ

け
で
は
な
く
︑
仏
教
側
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
︑
こ
う
し
た
二
枚
舌
に

対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
歴
史
を
叙
述
す
る
︒

　
八
章
で
は
︑
佐
治
実
然
と
廣
井
辰
太
郎
を
軸
に
︑
日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

の
諸
教
包
含
的
な
方
向
︑
い
わ
ば
実
践
的
な
「
普
遍
性
」
を
追
跡
し
て
い
る
︒

日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
一
八
八
九
年
︑
大
内
青
巒
門
下
で
︑
尊
皇
奉
仏

大
同
団
な
ど
の
政
治
活
動
や
講
演
活
動
で
知
ら
れ
た
元
大
谷
派
僧
侶
︑
佐
治

実
然
が
参
加
す
る
と
︑
中
西
午
郎
︑
平
井
金
三
ら
の
改
革
的
仏
教
活
動
家
が

参
加
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
〇
九
年
︑
佐
治
実
然
が

協
会
長
を
勤
め
て
い
た
間
は
︑
仏
教
に
も
門
戸
を
開
き
︑
社
会
主
義
に
も
接

近
す
る
な
ど
急
進
的
な
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
一
九
〇
九
年

に
一
時
帰
国
し
て
い
た
マ
コ
ー
レ
ー
が
再
度
来
日
す
る
と
︑
マ
コ
ー
レ
ー
の

よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
︑
諸
教
包
含
的
な
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

と
の
間
に
対
立
が
あ
り
︑
後
者
が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
去
り
︑
廣
井
辰
太
郎
は

佐
治
の
路
線
を
引
き
継
い
で
日
本
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
継
続
し
よ
う
と
す
る

が
︑
彼
の
試
み
は
短
期
間
で
途
絶
し
て
い
る
︒

　
九
章
で
は
仏
教
側
か
ら
「
普
遍
性
」
を
唱
え
た
釈
宗
演
の
例
が
引
か
れ
て

い
る
︒
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
釈
宗
演
の
関
係
と
対
比
と
い
う
研
究
は
︑
こ
の
著
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者
な
ら
で
は
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
︒
釈
宗
演
は
シ
カ
ゴ
で
の
万
国
宗
教
会

議
か
ら
帰
国
後
の
一
八
九
六
年
に
宗
教
懇
談
会
を
開
催
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑

釈
の
言
説
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
り
︑
釈
と
マ
コ
ー
レ
ー
の
「
普
遍
」
は
︑

い
ず
れ
も
自
ら
の
宗
教
を
優
位
に
お
く
た
め
の
戦
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

総
括
し
て
い
る
︒
そ
し
て
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
「
普
遍
性
」

と
い
う
概
念
が
空
虚
で
あ
っ
た
こ
と
︑
し
か
し
そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
や
す

か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
︒
著
者
は
「
普
遍
性
」
に
あ
た
る
ア
ジ
ア
宗
教
の
概

念
な
ど
を
丹
念
に
検
討
し
︑
そ
の
意
味
範
囲
が
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
︑
以
下
の
よ
う
に
ユ
ニ
テ

リ
ア
ン
と
仏
教
側
の
戦
略
的
利
用
を
ま
と
め
て
い
る
︒

　「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
最
初
の
懐
柔
的
な
調
子
の
も
の
か
ら
︑
マ
コ
ー

レ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
の
最
終
的
﹁
勝
利
﹂
へ
の
希
望
を
表
明
し
た

も
の
ま
で
あ
る
が
︑
彼
ら
自
身
の
﹁
普
遍
性
﹂
に
固
執
し
た
︒
こ
の
レ

ト
リ
ッ
ク
を
採
用
し
た
仏
教
者
の
一
部
は
︑
別
の
普
遍
性
を
定
式
化
し

た
別
の
知
的
背
景
に
気
づ
い
て
な
か
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
西
洋
版
の

普
遍
性
を
私
用
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
の
か
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア

ン
と
同
じ
く
彼
ら
自
身
の
前
提
に
対
し
て
無
批
判
で
あ
っ
た
」

（
二
五
三
︑二
五
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
な
批
判
的
な
事
実
認
識
の
上
に
た
ち
な
が
ら
︑
著
者
は
普
遍
性

を
め
ぐ
る
議
論
を
打
ち
切
ろ
う
と
は
し
な
い
︒
普
遍
的
真
理
へ
の
素
朴
な
信

仰
と
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
批
判
と
の
間
の
中
間
領
域
で
︑
議
論
を
続

け
る
必
要
性
を
主
張
し
て
︑
こ
の
本
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
こ
の
慎
重
な

物
言
い
の
中
に
隠
さ
れ
た
実
践
的
提
言
は
︑
著
者
の
「
普
遍
性
」
へ
の
信
頼

を
映
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
宗
教
学
者
と
し
て
は
共

感
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
程
度
の
差
は
あ
れ
︑
な
ん
ら
か
の
普
遍
性

へ
の
信
頼
が
学
的
営
み
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
こ
れ
だ
け
で
結
論
と
し
て
は
︑
労
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
研
究
に

対
し
て
礼
を
欠
く
か
と
思
わ
れ
る
︒
最
後
に
︑
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な

か
っ
た
︑
そ
し
て
今
後
の
研
究
で
と
り
あ
げ
る
価
値
の
あ
る
人
物
︑
組
織
を

い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
ひ
と
つ
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
関
わ
っ
た

仏
教
活
動
家
︑
中
西
牛
郎
で
あ
る
︒
最
近
の
研
究
で
は
︑
中
西
は
︑
井
上
円

了
と
古
河
老
川
の
間
に
位
置
し
て
︑
新
仏
教
の
具
体
的
な
方
針
を
定
め
た
人

物
と
し
て
そ
の
重
要
性
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
宗
教
的
普
遍
性
と
比

較
宗
教
学
を
つ
な
ぐ
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
も
あ
る
︒
次
に
︑
そ
の
中
西
に
刺
激

を
与
え
た
神
智
学
の
存
在
で
あ
る
︒
普
遍
へ
の
競
争
と
い
う
点
で
は
神
智
学

を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
神
智
学
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
中
心

主
義
を
脱
し
な
か
っ
た
当
時
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
異
な
り
︑
東
洋
思
想
を
優

位
に
置
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
西
洋
発
の
普
遍
主
義
で
あ
っ
た
︒
神
智
学
に
関

連
し
て
︑
古
河
老
川
に
つ
い
て
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
だ
け
で
な
く
神
智
学
か

ら
の
影
響
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
最
近
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
は
ユ
ニ
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テ
リ
ア
ン
を
軸
に
置
い
た
の
で
神
智
学
に
つ
い
て
の
記
述
は
限
ら
れ
て
い
る

が
︑
日
本
の
仏
教
を
軸
に
置
い
た
場
合
︑
神
智
学
は
無
視
で
き
な
い
︒
一
方
︑

平
井
金
三
へ
の
神
智
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
あ
る
︒
平
井
の

唱
え
た
普
遍
主
義
は
︑
神
智
学
に
刺
激
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
同
時
に
心
学
の

伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
な
お
本
書
で
は
︑
平
井
が
松
村
介
石
の

助
け
を
借
り
て
道
会
を
創
設
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
︑
道
会
は
松
村
が
中
心
と

な
っ
て
設
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
）︒
こ
の
普
遍
主
義
に
お
け
る
伝
統
と
近
代

の
問
題
は
︑
著
者
が
本
書
の
末
尾
で
多
少
触
れ
て
は
い
る
が
︑
い
ま
だ
十
分

に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
問
題
か
と
思
う
︒
し
か
し
︑
本
書
で
最
も
物

足
り
な
い
点
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
組
織
を
あ
げ
て
の
交
流
が
あ
っ
た
新
仏

教
運
動
に
つ
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
新
仏
教
︑

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
︑
社
会
主
義
の
関
係
と
人
脈
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
手

堅
く
ま
と
め
ら
れ
た
本
書
の
数
少
な
い
欠
点
で
あ
ろ
う
︒
キ
リ
ス
ト
教
ユ
ニ

テ
リ
ア
ン
と
対
立
し
た
廣
井
辰
太
郎
も
『
新
仏
教
』
誌
の
常
連
寄
稿
者
で
あ

り
︑
彼
が
「
日
本
ゆ
に
て
り
あ
ん
主
義
確
論
」
を
発
表
し
た
の
は
一
九
〇
九

年
の
『
新
仏
教
』
誌
上
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑
諸
教
融
合
と
い
う
こ
と
で
︑
万

教
同
根
を
唱
え
た
大
本
教
に
つ
い
て
は
筆
が
及
ん
で
い
る
が
︑
こ
れ
は
説
明

不
足
の
嫌
い
が
あ
る
︒
大
本
教
を
含
む
日
本
宗
教
の
諸
教
融
和
的
傾
向
は
︑

か
な
り
広
く
見
ら
れ
︑
戦
後
に
お
い
て
も
︑
い
ろ
い
ろ
な
普
遍
主
義
的
運
動

が
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
大
本
教
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
「
普
遍
性
」
と
い
う
同

一
地
平
で
論
じ
る
こ
と
は
刺
激
的
な
試
み
で
あ
り
︑
今
後
の
展
開
が
期
待
さ

れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
「
普
遍
性
」
に
関
す
る
宗
教
言
説
を
め
ぐ
っ
て
は
︑

今
後
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
に
よ
る
国
際
的
な
研
究
が
期
待
さ
れ
よ
う
︒
そ
の

際
に
こ
の
一
冊
は
よ
き
出
発
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
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本
書
は
︑
日
本
発
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
（
以
後
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
）
が
東

ア
ジ
ア
に
広
が
っ
た
過
程
に
産
業
側
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
で

あ
る
︒
著
者
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の
「
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
」
が
も
た
ら

し
た
／
も
た
ら
す
も
の
を
︑「
外
部
」
か
ら
の
視
線
で
論
じ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
た
観
点
・
立
脚
点
は
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
論
じ
た
幾
多
の
書
物
な
か
で
も

光
彩
を
放
っ
て
い
る
︒
二
〇
〇
三
年
頃
ま
で
の
国
内
マ
ン
ガ
市
場
に
限
っ
た

産
業
論
で
は
︑
中
野
晴
行
の
『
マ
ン
ガ
産
業
論
』（
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
四
年
）

が
あ
る
が
︑
本
書
は
そ
れ
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
全
般
・
東
ア
ジ
ア
・
二
〇
一
二
年
ま
で

の
拡
大
版
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒

　
英
語
で
発
信
す
る
著
者
に
よ
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
︑
と
り
わ
け
そ
の
代
表
格
で
あ
る

ア
ニ
メ
に
関
す
る
近
年
の
研
究
書
に
は
︑
大
き
く
わ
け
る
と
三
つ
く
ら
い
の

タ
イ
プ
が
あ
る
︒
第
一
は
︑Ian C

ondry

のT
he Soul of A

nim
e: C

ollaborative 

C
reativity and Japan’s M

edia Success Story 

（D
uke U

niversity Press, 2013

）
や
︑

A
nne A

llison

のM
illenial M

onsters: Japanese Toys and the G
lobal Im

agination

（U
niversity of C

alifornia Press, 2006

）
に
代
表
さ
れ
る
︑
文
化
人
類
学
の
現
地

調
査
・
参
与
観
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
第
二
は
︑T

hom
as Lam

arre

の

T
he A

nim
e M

achine: A
 M

edia T
heory of A

nim
ation

（U
niversity of M

innesota 

Press, 2009

）
の
よ
う
な
︑
メ
デ
ィ
ア
論
・
映
像
論
的
な
分
析
に
哲
学
的
な
考

察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
第
三
は
︑
近
年
の
と
い
う
よ
り
は
や
や
「
古
典
」

に
属
す
る
も
の
と
し
て
︑Susan N

apier

のA
nim

e from
 A

kira to Princess 

M
ononoke: Experiencing C

ontem
porary Japanese A

nim
ation

（Palgrave, 2001

）

に
代
表
さ
れ
る
︑
文
学
の
テ
ク
ス
ト
分
析
的
な
手
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

書 
評ニ

ッ
シ
ム
・
Ｋ
・ 

オ
ト
マ
ツ
ギ
ン
著

『
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
さ
れ
た
文
化
―
―
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
発
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・ 

　
カ
ル
チ
ャ
ー
の
政
治
経
済
学
』

N
issim

 K
. O

tm
azgin. Regionalizing C

ulture: T
he Political Econom

y of Japanese Popular 
C

ulture in A
sia. U

niversity of H
aw

ai

ʻi Press, 2013

山
田
奨
治
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本
書
は
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
り
︑
政
策
的
・
経
済
的
な
観

点
か
ら
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
俯
瞰
図
を
示
し
て
い
る
︒

　
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
「
日
本
文
化
」
と
し
て
で
は
な
く
︑
よ
り
広
く
東
ア
ジ
ア
文
化

の
な
か
に
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
は
︑
す
で
に
多

く
の
研
究
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
と
え
ば
︑C

hris B
erry

ら
に
よ
るC

ultural Studies and C
ultural Industries in N

ortheast A
sia: W

hat a 

D
ifference a Region M

akes
（H

ong K
ong U

niversity Press, 2009

）
と
︑D

aniel 

B
lack

ら
に
よ
る

C
om

plicated C
urrents: M

edia Flow
s, Soft Pow

er and E
ast 

A
sia

（M
onash U

niversity ePress, 2010
）
の
も
と
に
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等

は
︑
と
も
に
二
〇
〇
六
年
に
開
催
さ
れ
た
も
の
だ
︒
日
本
語
で
出
版
し
て
い

る
著
者
の
も
の
で
は
︑
谷
川
建
司
と
王
向
華
ら
を
中
心
と
す
る
「
ア
ジ
ア
・

グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
二
〇
〇
九
年
か
ら
毎
年

の
よ
う
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
お
り
︑
そ
の
成
果
は
日
本
語
書
籍

だ
け
で
す
で
に
六
冊
を
数
え
て
い
る
︒
本
書
は
︑
こ
れ
ら
と
お
な
じ
知
的
ト

レ
ン
ド
の
な
か
に
あ
り
つ
つ
も
︑
方
法
論
に
お
い
て
他
の
研
究
者
が
徹
底
し

え
な
か
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

　
本
書
は
六
章
か
ら
成
る
︒
先
行
研
究
と
対
象
・
方
法
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

を
示
し
た
第
一
章
に
つ
づ
い
て
︑
第
二
章
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー

に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
東

ア
ジ
ア
の
都
市
の
中
間
層
と
い
う
巨
大
な
「
マ
ス
」
が
動
か
す
メ
デ
ィ
ア
・

マ
ー
ケ
ッ
ト
に
着
目
す
る
︒

　
第
三
章
は
︑
そ
の
質
を
高
く
評
価
さ
れ
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
生
み
出
し
た
︑
国
内

の
産
業
構
造
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
論
じ
て
い
る
︒
著
者
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
マ
ー
ケ
ッ
ト

を
支
え
る
存
在
と
し
て
フ
リ
ー
タ
ー
と
Ｏ
ｔ
ａ
ｋ
ｕ
（
こ
の
語
に
は
日
本
語
の

「
お
た
く
」
が
含
意
す
る
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
は
少
な
い
）
を
指
摘
す

る
︒
新
し
い
商
品
は
︑
ま
ず
彼
ら
に
承
認
さ
れ
な
い
と
︑
よ
り
広
い
購
買
層

に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
看
破
す
る
︒
ま
た
そ
う
し
て
発
展
し
て
き
た

文
化
産
業
が
︑
い
ま
や
日
本
政
府
の
経
済
的
・
外
交
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
変

化
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒

　
第
四
章
で
は
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
東
ア
ジ
ア
市
場
に
拡
散
し
た
状
況
と
要
因
を
︑

主
に
制
作
・
流
通
側
の
観
点
か
ら
描
い
て
い
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
海
賊
版

が
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
効
果
的
な
供
給
者
に
な
っ
た
と
力
説
し
て
い
る
︒
こ
の
説
明
は
︑

評
者
の
か
ね
て
か
ら
の
主
張
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
︑
ま
っ
た
く
そ
の
通
り

だ
と
思
う
︒
そ
れ
に
つ
づ
く
第
五
章
で
は
︑
ア
イ
ド
ル
生
産
シ
ス
テ
ム
︑
異

業
種
の
タ
イ
ア
ッ
プ
︑
テ
レ
ビ
番
組
の
様
式
な
ど
の
「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」
が

東
ア
ジ
ア
の
現
地
の
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
影
響
を
与
え
た
こ
と

を
︑
六
十
八
人
の
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
︒

　
全
体
を
ま
と
め
た
最
終
章
で
は
︑
東
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
化
は
︑
産
業

側
の
働
き
で
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
拡
散
し
た
こ
と
に
よ
る
︑
意
図
せ
ざ
る
結
果
だ
っ
た

と
著
者
は
い
う
︒
こ
う
し
た
論
点
は
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
拡
散
へ
の
受
容
者
の
貢
献
に

着
目
し
て
き
た
文
化
人
類
学
の
知
見
と
は
︑
明
確
な
対
比
を
な
し
て
い
る
︒

ま
た
著
者
が
産
業
側
の
事
情
に
目
を
向
け
た
が
た
め
に
︑
大
都
市
の
巨
大
な
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中
間
層
と
い
う
︑
国
民
国
家
を
越
え
た
点
と
点
を
結
ぶ
分
析
に
重
点
が
置
か

れ
︑
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
東
ア
ジ
ア
の
農
村
部
に
も
「
面
」
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
こ

と
を
み
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
具
体

的
な
作
品
や
作
家
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
読

者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
著
者
が
「
語
ら
な
か
っ
た
」
そ
う
し

た
諸
点
を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
本
書
で
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
︑
英

語
で
語
ら
れ
た
こ
と
の
大
き
さ
を
評
価
し
た
い
︒
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タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
著

『
絵
画
の
獲
得

―
江
戸
に
お
け
る
技
、
生
産
、
展
示
』

T
im

on Screech. O
btaining Im

ages: A
rt, Production and D

isplay in Edo Japan.  
U

niversity of H
aw

ai

ʻi Press, 2012

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ダ
ウ
ド
ル

　
ロ
ン
ド
ン
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
美
術
史
教
授
で
あ
る
タ
イ

モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
氏
の
著
書O

btaining Im
ages

で
は
︑
今
ま
で
軽
ん
じ
ら

れ
て
き
た
︑
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
︱
一
八
六
八
）
に
お
け
る
文
物
の
生
産
と

様
々
な
芸
術
分
野
・
画
派
と
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
特
定
の

画
派
や
絵
師
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
研
究
は
数
多
く
み
ら
れ
る
が
︑
焦
点

を
狭
い
範
囲
に
絞
っ
た
こ
の
よ
う
な
考
察
で
は
︑
ス
ク
リ
ー
チ
氏
の
著
作
に

あ
る
よ
う
な
形
で
︑
江
戸
文
化
に
み
ら
れ
る
相
関
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
が
︑O

btaining Im
ages

が
異

彩
を
放
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
本
書
は
あ
ま
り
に
多
く
の
形
式
や
画
派
に
触
れ

て
お
り
︑
ま
た
重
要
な
絵
師
や
画
派
に
つ
い
て
十
分
に
語
り
つ
く
し
て
い
な

い
た
め
︑
こ
の
俯
瞰
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
少
々
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
読
者

も
中
に
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
最
終
的
に
は
︑
相
関

性
が
よ
り
一
層
明
ら
か
と
な
っ
た
絵
画
制
作
と
流
通
の
現
場
を
背
景
と
し
て
︑

一
人
ひ
と
り
の
絵
師
や
各
画
派
を
見
直
す
こ
と
の
で
き
る
確
か
な
基
盤
が
築

か
れ
て
い
る
の
だ
︒

　
題
名
に
あ
る 

“obtaining

” 

と
い
う
言
葉
に
は
︑
二
つ
の
つ
な
が
り
の
あ
る

定
義
が
あ
る
︒
一
つ
目
の
定
義
は
︑
絵
画
の
入
手
や
買
い
取
り
と
い
っ
た
消

費
を
通
じ
た
“obtaining

”
で
あ
り
︑
本
書
は
こ
の
意
味
に
即
し
て
︑
人
々
が

な
ぜ
絵
画
を
入
手
し
た
か
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
一
方
で
は

消
費
者
と
パ
ト
ロ
ン
︑
ま
た
他
方
で
は
絵
師
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
の
交
流

と
い
っ
た
︑
制
作
市
場
に
関
心
を
抱
く
読
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
事
柄
を
仔

細
に
取
り
上
げ
て
お
り
︑「
発
注
か
ら
指
示
︑
支
払
い
︑
そ
し
て
支
払
い
の
受

書 

評
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取
り
」
ま
で
の
流
れ
に
み
ら
れ
る
交
流
を
た
ど
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

江
戸
の
美
術
史
を
抽
象
的
な
理
想
美
か
ら
現
実
世
界
へ
と
立
ち
返
ら
せ
る
ス

ク
リ
ー
チ
氏
の
研
究
は
︑
階
級
︑
性
別
︑
血
族
関
係
︑
そ
し
て
宗
教
的
地
位

な
ど
の
様
々
な
要
因
が
︑
ど
の
よ
う
に
各
個
人
の
絵
画
の
入
手
に
影
響
を
与

え
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

　
二
つ
目
の 

“obtaining

” 
の
定
義
は
︑
絵
画
が
い
か
に
し
て
意
味
を
獲
得
し
︑

「
通
用
す
る
も
の
」
と
な
り
︑
ま
た
「
受
け
入
れ
ら
れ
︑
理
解
さ
れ
た
意
味
」

（
七
頁
）
を
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
研
究
は
︑

人
々
が
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
を
「
理
解
」
し
︑
そ
の
意
味
を
引
き
出
し
た

の
か
─
─
制
作
さ
れ
た
時
点
︑
そ
し
て
最
初
に
消
費
さ
れ
た
時
点
で
絵
画
を

ど
の
よ
う
に
読
み
︑
理
解
し
た
か
─
─
を
示
し
て
い
る
の
だ
︒
ス
ク
リ
ー
チ

氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
本
は
「
絵
画
の
視
覚
外
の
側
面
を
真
摯
に

捉
え
よ
う
」
と
し
て
い
る
︒
本
書
は
︑
そ
も
そ
も
日
本
に
お
け
る
絵
画
と
い

う
も
の
は
︑
視
覚
性
や
鑑
賞
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
「
主
な
目
的
」
と
す
る

も
の
で
な
く
︑
む
し
ろ
鑑
賞
す
る
以
外
の
目
的
を
持
っ
て
創
ら
れ
流
通
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
︑
美
術
史
に
し
て
は
大
胆
な
仮
説
に
始
ま
る
︒
氏
は
︑

イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
し
て
「
品
々
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
た
季
節

に
伴
う
も
の
と
し
て
︑
そ
し
て
祈
り
や
遊
び
の
付
属
品
と
し
て
」︑
あ
る
い
は

目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
主
要
な
行
事
の
背
景
と
し
て
（
七
頁
）
意
味
を

獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
例
証
し
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
互
い
に
補
完
し
合
う
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
︒
最
初
の
四
章
で

は
︑
教
養
あ
る
江
戸
っ
子
が
絵
を
読
み
解
き
︑
入
手
す
る
際
に
用
い
た
基
礎

的
な
知
識
を
紹
介
し
て
い
る
︒
理
想
の
芸
術
的
表
象
や
そ
れ
に
対
す
る
考
え

方
︑
記
号
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
吉
祥
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
つ
意
味
合
い
（
鹿
︑

鯉
︑
虎
︑
竜
な
ど
）︑
絵
師
と
の
交
流
や
絵
画
の
支
払
い
に
お
け
る
典
型
的
な

礼
儀
作
法
︑
そ
し
て
最
後
に
は
︑
絵
画
の
宗
教
的
な
意
味
合
い
や
効
果
と

い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
︒
人
物
や
出
来
事
︑
絵
画
が
︑
逸
話

を
交
え
つ
つ
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
膨
大
な
数
に
︑
専
門
外
の
読
者
は
圧

倒
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
一
見
万
華
鏡
の
よ
う
に

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
数
々
が
︑
各
章
の
結
び
ま
で

に
納
得
の
い
く
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
総
体
へ
と
変
化
す
る
の
だ
︒
第
五
章
～

第
十
章
か
ら
成
る
本
書
の
第
二
部
で
は
︑
第
一
部
で
提
示
さ
れ
た
基
礎
知
識

が
︑
よ
り
広
く
知
ら
れ
た
江
戸
時
代
の
美
術
制
作
の
側
面
に
関
す
る
興
味
深

い
研
究
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
狩
野
派
や
肖
像
画
︑
国
内
の
風
景
画
︑

理
想
化
さ
れ
た
中
国
の
景
観
（
南
画
）︑
浮
世
絵
︑
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画

と
の
交
流
に
関
す
る
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
美
術
史
書
は
必
然
的
に
そ
の
美
的
価
値
が
問
わ
れ
る
も
の
だ
が
︑
こ
の
点

に
お
い
て
も
︑O

btaining Im
ages 

は
成
功
を
収
め
て
い
る
︒
美
し
く
作
ら
れ

た
こ
の
本
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
の
ペ
ー
ジ
に
カ
ラ
ー
画
像
が
刷
り
込
ま
れ
て
い

る
︒
し
か
し
︑
本
書
で
の
絵
画
の
扱
い
に
つ
い
て
︑
些
細
で
は
あ
る
が
︑
二

つ
ほ
ど
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
一
つ
は
︑
イ
メ
ー
ジ
の

注
記
に
寸
法
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
と
く
に
時
折
大
き
な
掛
物
と
そ
れ
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よ
り
も
遥
か
に
小
さ
な
絵
と
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
と
き
な
ど
︑
個
々
の
絵

の
大
き
さ
を
︑
他
と
比
較
し
な
が
ら
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
︑
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
二
つ
目
の
問
題
点
と
し
て
は
︑
絵
画
の
視
覚
的
要
素
を
説
明
す

る
（
と
り
わ
け
吉
祥
の
イ
メ
ー
ジ
や
視
覚
上
・
言
語
上
の
語
呂
合
わ
せ
を
明
ら
か

に
す
る
）
と
い
う
途
方
も
な
い
作
業
を
成
し
遂
げ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑

氏
が
絵
画
に
刻
ま
れ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
記
さ
れ
て
い
る
全
文 

（
特
に
詩
歌
）

を
た
び
た
び
省
略
し
て
い
る
と
い
う
点
だ
︒
各
絵
の
署
名
や
落
款
︑
そ
し
て

制
作
日
が
几
帳
面
に
列
記
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
長
め
の
詩
や
物
語

が
何
度
も
検
証
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
︒
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
︑「
文
章
の
役

割
が
︑
図
像
の
役
割
と
同
等
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
領
域
」
で
あ
る
書

と
絵
草
子
を
割
愛
す
る
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
理
に
か
な
っ
た
判
断
だ
と

思
わ
れ
る
︒
総
頁
数
が
三
八
四
頁
︑
そ
し
て
章
の
数
が
十
章
に
も
の
ぼ
る
本

書
は
︑
ひ
と
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
期
待
で
き
る
以
上
の
も
の
を
網
羅
し
て

い
る
の
だ
︒
と
は
言
っ
て
も
︑
こ
の
判
断
は
あ
る
仮
説
︑
本
書
が
ま
さ
に
論

破
し
て
い
る
仮
説
︱
︱
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
広
い
文
脈
（
文
章
を

含
む
）
は
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
そ
の
役
割
を
別
々
に
考

察
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
︱
︱
を
︑
前
提
と
す
る
も
の
だ
︒

　
も
と
も
と
文
学
者
で
あ
る
私
は
︑
こ
の
本
が
絵
画
の
視
覚
的
コ
ー
ド
を
︑

全
体
性
を
も
っ
て
「
読
む
」
必
要
性
を
︑
分
か
り
や
す
く
︑
か
つ
説
得
力
を

持
っ
て
伝
え
て
い
る
と
感
じ
た
が
︑
一
方
で
誠
に
勝
手
な
が
ら
︑
著
者
が
絵

画
と
言
葉
と
を
さ
ら
に
対
話
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
て
い
た
な
ら
ば
︑
と

い
う
箇
所
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
た
︒
美
術
史
で
は
︑
時
折
︑
絵
画
の
み

に
過
度
な
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
残
念
な
が
ら
文
学
研
究

で
も
そ
れ
は
同
じ
で
︑
言
葉
に
過
度
な
焦
点
が
あ
た
る
こ
と
が
あ
る
︒
氏
が

そ
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑「
多
く
の
日
本
画
で
は
文
学
テ
ー
マ
を
描

写
す
る
巻
物
形
式
が
と
ら
れ
た
︒
︙
︙
絵
を
適
切
に
理
解
す
る
に
は
︑
そ
の

根
底
に
あ
る
物
語
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
書
き
綴
る
の
に
用
い
ら
れ
た
書
体
の
意

味
す
る
も
の
︑
姿
形
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
知
る
必
要
が
あ
る
」（
九
頁
）
の
だ
︒

私
は
︑
本
書
の
質
や
︑
ス
ク
リ
ー
チ
氏
の
研
究
方
法
そ
の
も
の
を
批
判
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑O

btaining Im
ages 

は
︑
学
識
と
い

う
も
の
が
今
後
い
か
に
美
術
史
と
︑
文
学
を
含
む
そ
の
他
の
文
物
と
の
間
に

あ
る
こ
の
人
為
的
な
境
界
を
︑
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き
か
を
示
し
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
る
︒
本
書
は
︑
絵
画
を
入
手
・
獲
得
す
る
経
緯
や
そ
の
理
由

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
︑
当
時
の
絵
画
を
構
成
す
る
言
語
的
・
視
覚
的

側
面
を
い
か
に
し
て
併
せ
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
︑
様
々
な

形
で
示
し
て
い
る
︒
江
戸
時
代
の
文
化
に
関
心
を
持
つ
全
て
の
研
究
者
︑
そ

し
て
学
生
た
ち
（
と
り
わ
け
文
学
研
究
者
た
ち
）
に
︑
本
書
を
強
く
お
薦
め
し

た
い
︒

＊  

本
稿
は
︑Japan R

eview
 N

o. 28

（2015

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳

で
あ
る
（
片
岡
真
伊 

訳
）︒
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韓
国
・
朝
鮮
の
近
代
史
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
日
本
近
代
史
の
水
脈
と
否

応
な
く
ぶ
つ
か
る
︒
そ
の
こ
と
は
こ
の
分
野
に
か
か
わ
っ
た
研
究
者
は
誰
し

も
知
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒
韓
国
に
お
け
る
近
代
的
学
問
の
形
成
を
め
ぐ
る
歴

史
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
日
本
の
影
響
の
も
と
で
自
国
の
知
識

体
系
や
高
等
教
育
シ
ス
テ
ム
が
産
み
だ
さ
れ
た
こ
と
は
︑
韓
国
の
大
学
人
・

研
究
者
に
と
っ
て
決
し
て
快
い
事
実
で
な
い
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
︒

た
と
え
ば
︑
植
民
地
期
に
創
設
さ
れ
た
京
城
帝
国
大
学
（
一
九
二
六
年
開
学
︒

以
下
︑
京
城
帝
大
と
略
記
）
が
現
在
の
ソ
ウ
ル
大
学
校
と
相
当
の
歴
史
的
系
譜

関
係
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
︑
現
在
の
ソ
ウ
ル
大
学
校
の
公
式
見
解
で

は
京
城
帝
大
を
前
身
と
す
る
見
方
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い（

1
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
あ
る
種
の
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
き
た
日
本
統
治
期
朝
鮮
に
お
け

る
近
代
的
学
問
編
成
の
問
題
は
︑
近
年
︑
韓
国
・
日
本
に
お
け
る
京
城
帝
大

研
究
の
進
展
に
と
も
な
い
︑
次
第
に
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
た
︒
本

書
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
応
え
よ
う
と
し
た
力
作
で
あ
る
︒
本
書

は
︑
植
民
地
期
︑
人
文
科
学
諸
分
野
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
学
問
体
系
の
分

化
が
進
ん
だ
か
︑
そ
の
も
と
で
産
み
だ
さ
れ
た
京
城
帝
大
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

学
問
内
容
が
朝
鮮
人
知
識
人
の
学
術
研
究
と
ど
の
よ
う
な
対
照
を
な
し
た
か
︑

そ
し
て
そ
れ
ら
の
影
響
が
一
九
四
五
年
の
解
放
以
後
︑
い
か
に
継
続
・
変
容

し
て
い
っ
た
か
を
幅
広
く
論
じ
て
い
る
︒
以
下
︑
内
容
を
見
て
い
こ
う
︒

　
本
書
の
第
一
部
「
植
民
地
期
近
代
的
知
識
体
系
の
制
度
化
と
人
文
学
︑
そ

し
て
〝
朝
鮮
学
〟」
は
五
本
の
論
文
を
収
め
る
が
︑
そ
の
狙
い
は
︑
一
本
目
の

辛
珠
柏
「
近
代
的
知
識
体
系
の
制
度
化
と
植
民
地
公
共
性
」
に
明
確
に
示
さ

書 
評辛

珠
柏
編

『
韓
国
近
現
代
人
文
学
の
制
度
化
：
一
九
一
〇
～
一
九
五
九
年
』

신
주
백 

편
『
한
국 

근
현
대 

인
문
학
의 

제
도
화
：1910

～1959

』
혜
안
︑
二
〇
一
四
年

松
田
利
彦
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れ
て
い
る
︒
同
論
文
に
よ
れ
ば
︑「
伝
統
時
代
は
一
つ
だ
っ
た
経
史
子
集
の
知

識
体
系
が
︑
一
九
一
〇
年
の
主
権
喪
失
以
後
︑
研
究
と
教
育
の
対
象
た
る
朝

鮮
の
歴
史
・
文
学
・
哲
学
と
い
う
近
代
的
知
識
体
系
に
分
化
し
て
い
く
過
程

を
解
明
」
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
︑「
一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
京
城
帝

大
法
文
学
部
を
通
じ
て
日
本
的
か
つ
植
民
地
的
な
文
・
史
・
哲
の
姿
を
整
理

し
︑
朝
鮮
人
が
習
得
し
た
分
科
学
問
︹
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
─
訳
注
︺
と
し
て
の
文
・

史
・
哲
と
の
間
に
い
か
な
る
差
異
が
あ
っ
た
か
を
考
察
」
す
る
と
さ
れ
て
い

る
（
二
十
一
頁
）︒
史
学
に
お
け
る
申
采
浩
︑
文
学
に
お
け
る
安
廓
の
よ
う
な

朝
鮮
人
に
よ
る
朝
鮮
研
究
と
︑
京
城
帝
大
法
文
学
部
の
「
朝
鮮
史
」「
朝
鮮
語

学
・
朝
鮮
文
学
」
講
座
を
拠
点
と
す
る
日
本
人
の
朝
鮮
研
究
と
の
「
敵
対
的

対
立
関
係
」
を
論
じ
て
い
る
︒

　
続
く
李
俊
植
「
京
城
帝
国
大
学
〝
朝
鮮
語
文
学
科
〟
の
言
語
学
」︑
張
信

「
京
城
帝
国
大
学
史
学
科
の
磁
場
」︑
辛
珠
柏
「〝
朝
鮮
学
〟
学
術
場
の
再
構

成
」
の
三
本
の
論
文
は
︑
人
文
科
学
系
諸
分
野
に
お
い
て
「
朝
鮮
」
が
学
問

対
象
と
し
て
定
立
さ
れ
制
度
化
さ
れ
る
過
程
を
描
い
て
い
る
︒
李
俊
植
論
文

は
京
城
帝
大
の
日
本
人
言
語
学
者
の
学
問
至
上
主
義
的
な
方
法
論
が
︑
学
問

至
上
主
義
の
故
に
政
治
性
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
興
味
深
い
︒
ま
た
︑

辛
珠
柏
論
文
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
朝
鮮
を
対
象
と
し
た
学
問
集
団
を
︑
①

「
運
動
と
し
て
の
朝
鮮
学
」︑
②
考
証
学
的
朝
鮮
研
究
︑
③
マ
ル
ク
ス
主
義
の

立
場
か
ら
の
現
実
批
判
︑
④
「
制
度
と
し
て
の
朝
鮮
学
」
に
追
随
し
た
も
の
︑

⑤
「
制
度
と
し
て
の
朝
鮮
学
」（
京
城
帝
大
）
に
分
類
し
︑
こ
の
時
期
の
学
問

状
況
に
大
き
な
見
取
り
図
を
与
え
て
い
る
︒

　
次
に
︑
鄭
駿
永
「
京
城
帝
国
大
学
〝
大
学
自
治
論
〟
の
特
徴
と
解
放
後

〝
大
学
像
〟
の
衝
突
」
は
︑
京
城
帝
大
に
お
い
て
︑「
大
学
自
治
」
は
可
能

だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
九
三
〇
年
代
の
一

時
期
︑
自
治
が
一
応
達
成
さ
れ
た
が
︑
京
城
帝
大
の
研
究
者
は
植
民
地
社
会

の
現
実
か
ら
は
目
を
背
け
て
い
た
と
い
う
の
が
同
論
文
の
結
論
で
あ
る
︒
既

存
研
究
に
お
い
て
は
植
民
地
大
学
＝
国
策
大
学
と
い
う
見
方
が
強
い
中
︑「
大

学
自
治
」
と
い
う
側
面
を
追
究
し
よ
う
と
し
た
点
が
新
鮮
で
あ
る
︒

　
第
二
部
「
解
放
後
の
大
学
に
お
け
る
人
文
学
の
分
科
学
問
化
︑
そ
し
て

〝
国
学
〟」
に
移
ろ
う
︒
六
編
の
論
文
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
る
︒
植
民
地
支
配

か
ら
解
放
さ
れ
た
後
︑
韓
国
で
は
特
に
私
立
大
学
の
増
加
に
よ
っ
て
大
学
数

や
朝
鮮
人
教
職
員
・
学
生
数
が
急
膨
張
す
る
が
︑
そ
の
制
度
と
学
術
研
究
に

お
い
て
脱
植
民
地
化
が
な
し
遂
げ
ら
れ
た
か
を
問
う
て
い
る
︒
ま
ず
︑
制
度

的
側
面
で
は
︑
鄭
駿
永
「
学
科
制
（A

cadem
ic D

epartm
ent

）
の
導
入
と
大
学

社
会
」
が
解
放
後
韓
国
の
大
学
に
お
い
て
米
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
学
科
制
を

検
討
し
︑
姜
明
淑
「
大
学
人
文
学
の
制
度
的
基
盤
と
学
術
条
件
」
が
「
文
理

科
大
学
」
の
設
置
︑
理
事
会
に
よ
る
大
学
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ど
を
検
討
す
る
︒

い
ず
れ
の
論
文
も
︑
諸
大
学
の
制
度
は
︑
日
本
の
旧
帝
国
大
学
の
影
響
を
抜

け
出
せ
ず
︑
解
放
後
の
制
度
改
革
は
学
問
の
質
的
発
展
や
学
問
活
動
の
自
律

的
規
律
の
形
成
を
う
な
が
す
基
盤
と
な
り
え
な
か
っ
た
︑
と
結
論
づ
け
て
い

る
︒
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つ
い
で
学
術
研
究
の
側
面
か
ら
︑
辛
珠
柏
「
史
学
科
の
三
分
科
体
制
と
歴

史
学
」
と
朴
鐘
隣
「
哲
学
科
の
設
置
と
運
用
」
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
主
要
大
学
の

史
学
科
と
哲
学
科
に
つ
い
て
︑
そ
の
設
置
過
程
・
教
員
構
成
・
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
検
討
し
て
い
る
︒
史
学
科
に
お
い
て
は
︑
日
本
の
帝
国
大
学
の
「
国
史
・

東
洋
史
・
西
洋
史
」
の
区
分
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
哲
学
科
に
お
い
て

は
ソ
ウ
ル
大
学
校
と
高
麗
大
学
校
で
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
比
重
に
差
が

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
つ
い
で
︑
李
俊
植
「
言
語
民
族
主
義
と

〝
科
学
的
〟
言
語
学
─
─
不
安
な
同
居
か
ら
対
立
へ
」
は
︑
解
放
後
韓
国
に
お

け
る
言
語
学
者
の
潮
流
を
︑
漢
字
非
使
用
・
ハ
ン
グ
ル
専
用
を
主
張
し
た
民

族
主
義
的
な
周
時
経
学
派
と
科
学
的
言
語
学
を
標
榜
し
た
京
城
帝
大
朝
鮮
語

文
学
科
出
身
者
と
に
分
け
︑
両
者
の
関
係
の
推
移
を
追
う
︒
米
軍
政
期
に
お

い
て
は
両
者
は
共
存
し
て
い
た
が
︑
次
第
に
言
語
観
の
差
異
に
よ
り
対
立
が

顕
著
に
な
り
︑
一
九
六
〇
年
代
︑
朴
正
煕
政
権
期
に
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を

拠
点
と
し
た
科
学
的
言
語
学
の
一
派
が
言
語
民
族
主
義
を
圧
倒
し
て
い
っ
た

と
評
価
し
て
い
る
︒
最
後
の
板
垣
竜
太
「
越
北
学
者
金
壽
卿
の
言
語
学
の
国

際
性
と
民
族
性
」
は
︑
植
民
地
期
に
京
城
帝
大
に
学
び
解
放
後
は
朝
鮮
民
主

主
義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮
）
の
言
語
学
を
主
導
し
た
言
語
学
者
・
金
壽
卿

の
軌
跡
を
跡
づ
け
る
︒
一
九
五
〇
年
に
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
が
発
表
し
た
マ

ル
ク
ス
主
義
言
語
理
論
の
中
心
的
な
紹
介
者
と
な
っ
た
金
壽
卿
が
︑
や
が
て

一
九
五
八
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
契
機
と
し
た
北
朝
鮮
の
宗
派
闘
争
の
中

で
批
判
さ
れ
る
経
緯
に
は
︑
こ
の
時
期
の
北
朝
鮮
に
お
け
る
学
問
と
政
治
の

関
係
の
厳
し
さ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
本
書
は
︑
植
民
地
期
か
ら
解
放
後
を
包
括
的
に
と
ら
え

な
が
ら
︑
主
に
大
学
を
舞
台
と
し
て
近
代
的
学
問
分
野
が
ど
の
よ
う
に
編
成

さ
れ
て
い
っ
た
か
を
論
じ
て
い
る
︒

　
植
民
地
期
を
扱
っ
た
第
一
部
を
通
じ
て
み
る
と
︑
京
城
帝
大
の
学
問
研
究

の
内
在
的
分
析
よ
り
も
︑
そ
れ
を
朝
鮮
人
研
究
者
・
卒
業
生
と
の
関
係
か
ら

描
く
外
延
的
な
視
座
が
特
徴
的
で
あ
ろ
う
︒
特
に
︑
学
生
・
卒
業
生
研
究
は
︑

こ
れ
ま
で
の
植
民
地
大
学
研
究
に
お
い
て
（
親
日
派
朝
鮮
人
官
僚
育
成
と
い
う

側
面
以
外
で
は
）
手
薄
な
部
分
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
重
要
な
成
果
だ
と

い
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
︑
朝
鮮
人
を
含
め
た
京
城

帝
大
出
身
者
の
学
術
研
究
と
そ
れ
以
外
の
朝
鮮
学
運
動
な
ど
の
系
列
の
学
問

と
に
競
合
関
係
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
に
お

け
る
〝
帝
国
の
学
知
〟
の
研
究
が
︑
や
や
も
す
れ
ば
日
本
帝
国
に
お
け
る
日

本
人
の
知
の
研
究
に
偏
重
し
て
し
ま
い
が
ち
な
傾
向
に
鑑
み
れ
ば
︑
そ
う
し

た
見
方
を
相
対
化
し
う
る
視
点
と
し
て
も
意
義
深
い（

2
）

︒

　
さ
ら
に
︑
そ
の
よ
う
な
植
民
地
期
に
お
け
る
学
知
の
重
層
性
が
︑
解
放
後

の
学
問
研
究
に
も
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
な

論
点
で
あ
る
︒
第
二
部
に
お
け
る
李
俊
植
論
文
は
︑
言
語
学
研
究
に
つ
い
て
︑

社
会
参
与
に
禁
欲
的
な
京
城
帝
大
出
身
研
究
者
と
ハ
ン
グ
ル
運
動
を
展
開
し

た
民
族
主
義
的
研
究
者
と
の
間
に
生
じ
た
対
立
が
植
民
地
期
か
ら
の
研
究
姿

勢
の
差
異
に
源
を
発
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
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と
は
い
え
︑
植
民
地
期
と
解
放
後
の
学
知
の
継
承
と
変
容
の
問
題
に
は
︑

な
お
掘
り
下
げ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
と
り
わ
け
第
二
部
は
︑
第
一
部
に

比
し
︑
教
員
の
出
身
校
・
経
歴
や
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
の
制
度
的

分
析
が
中
心
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
︒
こ
れ
ら
は

デ
ー
タ
と
し
て
は
有
用
で
あ
る
が
︑
半
面
︑（
李
俊
植
論
文
・
板
垣
論
文
を
除
く

と
）
あ
ま
り
学
問
内
容
に
踏
み
こ
ん
で
い
な
い
た
め
に
︑
第
一
部
で
論
じ
ら

れ
た
植
民
地
下
に
お
け
る
学
知
の
競
合
状
況
と
の
対
応
関
係
は
見
え
に
く
く

な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
こ
の
点
は
︑
第
一
部
と
第
二
部
の
間
の
視
角
の
ず
れ

を
も
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
部
で
は
︑
大
学
に
お

け
る
制
度
編
成
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
形
成
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
視
角
が
基
盤
に
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
第
二
部
で
は
︑
む
し
ろ
大
学
の
制
度

的
基
盤
の
整
備
と
︑
研
究
者
に
よ
る
内
発
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
形
成
と
が

乖
離
し
て
い
た
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
全

体
と
し
て
は
比
較
的
一
貫
し
た
視
角
で
貫
か
れ
て
い
る
本
論
集
で
あ
る
が
︑

植
民
地
期
と
解
放
後
を
統
一
的
に
考
察
す
る
枠
組
み
に
は
さ
ら
な
る
検
討
が

必
要
だ
ろ
う
︒

　
ま
た
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
今
後
は
︑
本
書
が
扱
っ
た
一
九
五
〇
年
代
末
ま

で
の
時
期
を
超
え
︑
さ
ら
に
そ
の
後
の
時
期
に
韓
国
の
大
学
制
度
や
学
知
が

植
民
地
期
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
脱
し
て
い
く
の
か
も
論
じ
ら
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
︒
本
書
の
設
定
し
た
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
同
年
代
末
と
い
う
時

期
は
︑
総
じ
て
制
度
的
整
備
に
学
術
研
究
の
中
身
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
時

期
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
現
代
韓
国
に
お
け
る
学
問
分
野
編
成
の

確
立
過
程
を
追
う
と
い
う
本
書
の
目
的
か
ら
す
る
と
や
や
物
足
り
な
い
評
価

だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
一
九
五
〇
年
代
が
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

現
代
韓
国
に
お
け
る
学
問
編
成
の
確
立
は
ど
の
時
期
に
求
め
る
べ
き
な
の
か
︒

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
︒

　
大
学
制
度
と
学
問
分
野
の
定
立
の
関
係
︑
植
民
地
期
と
解
放
後
の
学
術
研

究
の
通
時
的
把
握
な
ど
︑
本
書
の
提
起
し
た
問
題
は
︑
日
本
植
民
地
帝
国
に

と
ど
ま
ら
な
い
射
程
を
も
つ
︒
本
書
が
呼
び
水
と
な
っ
て
さ
ら
な
る
研
究
が

進
む
こ
と
を
願
う
︒

注（
1
）  

旧
植
民
地
大
学
の
系
譜
を
引
く
韓
国
・
台
湾
の
大
学
に
お
け
る
大
学
史
編
纂
お
よ

び
本
文
で
以
下
言
及
す
る
京
城
帝
国
大
学
に
つ
い
て
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
松
田

「
植
民
地
大
学
比
較
史
研
究
の
可
能
性
と
課
題
─
─
京
城
帝
国
大
学
と
台
北
帝
国
大
学

の
比
較
を
軸
と
し
て
」（
酒
井
哲
哉
・
松
田
編
『
帝
国
日
本
と
植
民
地
大
学
』
ゆ
ま
に

書
房
︑
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
2
）  

日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
︑
酒
井
哲
哉
・
杉
山
伸
也
ほ
か
編
『
岩

波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
全
八
巻
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
）︒
特
に
︑
京

城
帝
大
の
日
本
人
研
究
者
が
形
成
し
「
京
城
学
派
」
を
評
価
す
る
視
角
が
近
年
現
れ

て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
見
方
を
相
対
化
し
つ
つ
精
緻
化
し
て
い
く
た
め
に
も
︑
京
城

帝
大
の
学
問
的
営
み
と
そ
の
外
部
の
植
民
地
社
会
に
お
け
る
学
知
と
の
関
係
を
考
察

す
る
本
書
の
視
角
は
重
要
だ
ろ
う
︒
石
川
健
治
「
コ
ス
モ
ス
─
─
京
城
学
派
公
法
学
の

光
芒
」（
酒
井
哲
哉
編
︑
前
掲
『
岩
波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
第
一
巻
）︑
全
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京
秀
「
植
民
地
の
帝
国
大
学
に
お
け
る
人
類
学
的
研
究
─
─
京
城
帝
国
大
学
と
台
北

帝
国
大
学
の
比
較
」（
岸
本
美
緒
編
︑
同
前
︑
第
三
巻
）︑
参
照
︒
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論文要旨・SUMMARIES

Kakei Katsuhiko’s Thought in the 1900s
NISHIDA Shōichi

Current research on the thought of Kakei Katsuhiko (1872–1961), who sought to spread his 
theories of Shinto from Japan to the world, is being conducted from both critical and positive 
perspectives. Whether critical or positive, studies on Kakei’s theories mostly focus only on his 
interpretation of the idea of “kannagara no michi” (the way of the kami). There is little research 
concerning why Kakei, originally a jurist, came to discuss religion or what issues he was aware of 
when he began studying Shinto. This paper attempts to elucidate his thought in the 1900s and 
thereby demonstrate the formative process of his scholarly work.
 As discussed in this paper, Kakei attached great importance to free, independent, and 
self-conscious activities—what he called “katsudō” ( 活働 ). The essential feature of his argument 
is that the freedom of individuals and of the state do not conflict with each other; on the contrary, 
the greater the freedom of individuals the more contributions they can make to the state. Those 
who study his thought ought to clarify that argument before they engage in either critical or 
positive evaluations of Kakei.
 Through an analysis mainly of Kakei’s early writings, this study examines his posture vis-à-vis 
the issues and the methodology of his early writing. It shows that the main points of Kakei’s 
argument in those days were: 1) a strong assertion of the desire for freedom of the self; 2) 
contributions to society and the state through expansion of the self; 3) realization of “freedom” 
under the emperor-system state; and 4) attention to religion as a means of achieving unity of 
national consciousness.

Keywords : Kakei Katsuhiko, activity “katsudō,” freedom, the self, Shinto, religion, Otto von Gierke, the 
state
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in Yi xue zhen chuan ( 医学真伝 ; A True Account of Medicine; 1699) by Gao Shishi of the Qing 
dynasty. By the late Qing dynasty (nineteenth century), knowledge of a normal tongue had 
become complete. Throughout the history of diagnosis of the normal tongue, doctors of ancient 
Chinese medicine always followed the basic theory that the state of the tongue manifested the state 
of the internal organs. This required a coherent theory that would connect the visually observed 
state of the tongue with the condition of the body. The diagnosis of a pink tongue was made not 
only in healthy people but also in patients suffering from illness. This indicates both the difficulty 
and the importance of achieving an understanding among people regarding visual diagnosis of the 
tongue state.

Keywords : Chinese medicine diagnostics, Kanpo medicine, tongue examination, abdominal examination, 
normal tongue; visceral manifestation

　

研究ノート

一九〇〇年代における筧克彦の思想
西田彰一

　戦前の日本において、神道の思想を日本から世界に拡大しようと試みた筧克彦の思想につ
いては、現在批判と肯定の両面から研究がなされている。しかし、批判するにせよ評価する
にせよ、筧の思想についてはほとんどの場合「神ながらの道」の思想にのみ注目が集まって
おり、法学者であったはずの筧がなぜ宗教を語るようになったのか、どのような問題意識を
持って研究を始めたのかについての研究は殆どない。そこで、本稿では一九〇〇年代におけ
る筧の思想を明らかにすることで、その学問の形成過程を明らかにしたい。
　そこで筆者は筧が自由と主体の自覚的な活動（＝筧の言葉で言えば「活働」）を重視して
いたことに注目した。筧克彦の議論の骨子は個人の自由と国家の自由というは互いに対立す
るものではなく、むしろ個人の自由を認めれば認めるほど、国家への寄与を深めていくよう
になるというものである。そのため筧の議論を批判するにしても評価するにしても、この論
理を解き明かした上でなければならないであろう。
　こうして、筆者は主に初期の論文の分析を通して、筧の初発の問題意識と方法論について
述べた。そしてこの当時の筧の議論の主張が、①自我の自由の希求への強いこだわり、②自
我を拡大していくことによる社会や国家への貢献、③天皇制国家の下での「自由」の実現、
④意識の統一体としての宗教に注目したことを明らかにした。

【筧克彦、「活働」、自由、自我、神道、宗教、ギールケ、国家】
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研究ノート

正常な舌象の歴史的な認識過程とその問題の検討
梁　嶸

　中国の古代の正常な舌象に関する認識は二段階に分けられる。第一段階は傷寒病の患者を
観察の対象とする段階であり、第二段階は正常な人を対象とする段階である。
　第一段階として、最初に傷寒病の舌苔の変化の分析を行ったのは、成無己の『傷寒明理論』

（1156年）である。その後、代表的なものは『敖氏傷寒金鏡録』（1341年）である。その段階
で患者の舌象変化を基礎として、「舌紅潤」という正常な舌象を推論している。また、異常
な舌色は「紅舌」とされていた。それゆえ、赤い舌が正常な舌色であり、また異常な舌色で
もあるという矛盾が存在する。
　第二段階として、高世栻は『医学真伝』（1699年）で健康な人の舌苔の特徴を述べた。章
虚谷は『医門棒喝』（1825年）の中で正常な舌色の「常色」と正常な舌苔には「根がある」
という観点を明らかにした。周学海は『形色外診簡摩』（1894年）の中で、舌の「地」（舌質）
と「草」（舌苔）の両者をそれぞれ観察し、ついに舌質と舌苔を区別して認識するに至った
のである。民国の曹炳章の『彩図 弁舌指南』を経て、秦伯未は『診断学講義』の中で、正
常な舌象を簡潔に総括している。
　正常な舌色の認識過程を整理する中で、二つの問題を検討した。一つは、なぜ舌象の認識
は臓象理論を基礎とせねばならないかという問題である。その結論としては、臓象理論に基
づくことによって、舌診という一局部器官を対象とした研究に、整体観を見ていくという大
きな方向性が与えられることになったといえる。もう一つは、淡紅舌の認識過程で明らかに
なった視覚情報伝達の困難の問題である。古代において、淡紅舌は健康な人にも、病人にも、
また熱証にも、寒証にも、さらに、実証にも、虚証にも見られるという例を基として、視覚
の共通認識の問題を提起した。
　どのようにして常に整体の高みを立脚点にすることを確保しつつ、舌診の視覚共同認識を
確立していくべきか。これが本研究から提起した現実的な問題である。

【中医診断学、漢方医学、舌診、腹診、正常舌象、臓象】

A Study of the Changes in and Issues of Diagnosis of “Normal 
Tongue” in Chinese Medicine

LIANG Rong

Diagnosis of “a normal tongue” in Chinese medicine developed in two stages. In the first stage, 
typhoid patients were observed, as first discussed in Shang han ming li lun ( 傷寒明理論 ; A Study 
of Typhoid; 1156) by Cheng Wuji of the Jin dynasty. In the studies of that period, a “red” (that is, 
pink) tongue was considered “normal,” but there are some contradictory accounts that state that 
the red tongue was abnormal. In the second stage, healthy people were observed, as first recorded 
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Bodh Gaya issue during his nine-month stay in India in 1902.
 The paper sheds light on the Hindu Saivite abbot Mahant, who was strongly opposed to 
Dharmapala’s Buddhist revival movement, and the response of the British colonial government in 
India, which sought to maintain its policy of neutrality and noninterference in religious matters, 
vis-à-vis the Bodh Gaya issue. It looks at the activities of the Maha Bodhi Society during a twelve-
year period from 1891, when Dharmapala launched a movement to restore to Buddhist control 
the Mahabodhi temple at Bodh Gaya through 1902, when Okakura Tenshin visited Bodh Gaya, 
Gautama Buddha’s place of enlightenment.
 Heretofore, Okakura’s visit to Bodh Gaya has been understood mainly from the viewpoint of 
art history as an extension of his tour of old Buddhist sites in India such as the Ajanta and Ellora 
caves, so study of his activities at Bodh Gaya has till now been of limited scope. Research on 
Dharmapala’s association with the Japanese, meanwhile, has focused on such figures as the priest 
Shaku Kōnen and scholar of Buddhism Tanaka Chigaku, and little attention has been focused on 
Okakura in the context of the Dharmapala-led Buddhist revival movement.
 Okakura, however, visited Bodh Gaya three times during his nine-month stay in India, and 
on those visits he planned the construction of a rest house for Japanese pilgrims and negotiated 
with Mahant as chief Hindu abbot of the temple, for acquisition of land for the rest house. This 
was the only place he visited three times during his stay, indicating an out-of-the-ordinary interest 
in Bodh Gaya.
 This paper attempts to demonstrate what Okakura was trying to accomplish through 
involvement in the revival movement by examining, on the vertical axis, the activities of 
Dharmapala, who led the revival of Buddhist pilgrimage to Bodh Gaya through his Maha Bodhi 
Society, and, on the horizontal axis, Dharmapala’s relationship with Mahant, the British Indian 
government, and the Japanese. 
 The discussion divides the 1891–1902 Buddhist revival movement at Bodh Gaya into three 
phases. The first phase discusses the movement, starting in 1891, by Dharmapala’s Maha Bodhi 
Society to purchase the Bodh Gaya temple and the British Indian government officials’ perceptions 
of Dharmapala. The second phase concerns a dispute that arose over a statue of Amitabha donated 
to the Bodh Gaya temple from Japan; it involved Dharmapala, who placed the image in the inner 
sanctum of the main temple in 1895, and Mahant, who had removed the image. This phase also 
includes the disagreement between the British Indian government and the Maha Bodhi Society 
over the placement of the Buddhist image in a rest house built by a Burmese king at the corner of 
the temple precincts. The third phase covers relations between Dharmapala, Mahant, and the 
British Indian government concerning the construction of a new rest house and the placement of a 
Buddhist image, as well as Okakura Tenshin’s visit to Bodh Gaya in 1902 with a plan to build a 
rest house for Japanese and his negotiations for acquisition of land from Mahant.
 Scholarly attention to the activity of the Maha Bodhi Society at Bodh Gaya has thus far been 
focused mainly on the issue of the 1895 placement of the Buddhist image from Japan inside the 
main temple. The present study, however, addresses the statue of Amitabha placement problem as 
part of the issue of the rest house built in the Bodh Gaya temple. In so doing, it shows that the 
significance of Okakura Tenshin’s plan to build a new rest house was a way of providing a 
breakthrough for Dharmapala’s movement. 

Keywords : Bodh Gaya, Dharmapala, Okakura Tenshin, British India, Maha Bodhi Society, Mahant, 
Buddhist revival movement, modern Buddhism, Hinduism, Bengali intellectuals
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れていた。他方、ダルマパーラの日本人との交流も、これまで釈興然や田中智学らの仏教者
との交流は注目されてきたが、ダルマパーラの仏跡復興運動の文脈における天心との接点に
ついては、やはりその検証は限られていた。
　しかし、九ヶ月に渡るインド滞在中に、天心は三度に渡りブッダガヤを訪れており、その
間に、日本人巡礼者のためのレストハウスの建設を計画し、実際に、ヒンドゥー教僧院長の
マハントとの土地取得の交渉を行っていた。九ヶ月のインド滞在中に天心が三度も訪れた場
所は他にはなく、それは天心のブッダガヤへの、並々ならぬ関心を物語るものとなっている。
　そこで本稿では、1891 年以来、大菩提協会を組織してブッダガヤ復興運動をリードした
ダルマパーラの活動を縦軸に据え、マハントや英領政府、及び日本人との関わりを横軸とし
て、ブッダガヤ復興運動に関わる岡倉天心の意図を検証する。具体的には、1891 年から
1902 年までのブッダガヤにおける仏跡復興の運動を、本稿では次の三つの時代に分けて整
理する。
　すなわち、① 1891 年に始まるダルマパーラの大菩提協会によるブッダガヤ寺院の買い取
り運動と英領政府首脳部のダルマパーラに対する認識、②日本からブッダガヤ寺院に寄進さ
れた仏像をめぐる、1895 年のダルマパーラによる大塔内陣への安置とマハントによるその
撤去問題をめぐる係争関係、及び、ビルマ・レストハウスへの仏像の安置をめぐる英領政府
と大菩提協会の対応の問題、③新たなレストハウスの建設と仏像の安置先の問題をめぐるダ
ルマパーラ、マハント、英領政府の三つ巴の関係と、その中で日本人のためのレストハウス
の建設を計画した、1902 年の岡倉天心によるブッダガヤ訪問とマハントからの土地取得の
交渉の経緯である。
　これまで、ブッダガヤでの大菩提協会の活動は、特に 1895 年の大塔内への日本の仏像の
安置問題が注目されてきたが、むしろ本稿では、日本の仏像の安置先をめぐる問題を、ブッ
ダガヤ寺院内のレストハウス問題の一部として検証する。それによって、ダルマパーラの運
動の行き詰まりを打破する可能性としての、岡倉天心による新たなレストハウス建設の意義
が検証される。

【ブッダガヤ、ダルマパーラ、岡倉天心、英領インド、大菩提協会、マハント、仏教復興運動、
近代仏教、ヒンドゥー教、ベンガル知識人】

Japanese and Dharmapala’s Buddhist Revival Movement:  
Hindu Abbot Mahant and the Religion Policy of the British Indian 
Government

TOGAWA Masahiko

This study takes up the involvement of Okakura Tenshin (1863–1913) in the worldwide 
movement to restore a Buddhist temple at Bodh Gaya in India organized by Anagarika 
Dharmapala (1864–1933), the Sri Lankan Buddhist revivalist who founded the Maha Bodhi 
Society. In particular it focuses on the background against which Okakura became involved in the 
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however, have delved very deeply into the history of the discourse, and the nature of the cultural 
phenomena that led to the emergence of sex education is still for the most part unclear. This paper 
attempts to reconstruct the history of the discourse, picking up where the perspectives of previous 
studies left off.
 This study examines the history specifically through a critical examination of the work of 
Motegi Terunori, whose work stands out among previous studies on the subject. Focusing on the 
period that extends from the late early modern period to late Meiji era, the paper explores the 
origin and beginnings of sex education in Japan.
 Already in the late early modern period there was a discourse that can be seen as the origins 
of sex education, but it was little developed compared with that of later times. In Meiji, various 
new elements of modern Western knowledge were introduced, and in that process a more 
articulate discourse emerged. In the process, however, frictions inevitably occurred between 
traditional culture and the imported knowledge; the frictions were eventually overcome by treating 
sex education as a science.
 By the end of the Meiji era, then, the discourse on sex education was established. The term 
“sei kyōiku” had been coined and the main educational theories advanced that constituted the 
discourse, and they had become socially recognized and accepted. 

Keywords : sex education, sex, children, education, sexology, medical science, zōkaki ron (study of (re)
productive organs), modern, the West, sexuality

　

〈研究論文〉

ダルマパーラのブッダガヤ復興運動と日本人
──ヒンドゥー教僧院長のマハントと英領インド政府の宗教政策を背景とした──

外川昌彦

　本稿は、1891 年に大菩提協会を創設し、世界的なブッダガヤの復興運動を組織したスリ
ランカの仏教運動家アナガーリカ・ダルマパーラ（Anagarika Dharmapala、1864—1933）と、
当時の日本人との関わりを検証している。特に、1902 年に九ヶ月に渡りインドに滞在した
岡倉天心が、その滞在中に関わりを深めてゆくブッダガヤ問題の背景を、浮き彫りにしよう
とするものである。
　そのため本稿では、特にダルマパーラの仏跡復興運動と厳しく対立したヒンドゥー教シ
ヴァ派の僧院長であるマハントや、宗教的中立性を標榜し、現地の争点には不介入の立場を
とった英領インド政府によるブッダガヤ問題への対応の経緯を検証し、ダルマパーラが仏跡
復興に取り組んだ 1891 年から、天心がブッダガヤを訪れた 1902 年までの約十二年間の大菩
提協会の活動の経緯を検証する。
　岡倉天心のブッダガヤ訪問は、これまで主に美術史的な観点から、アジャンター・エロー
ラなどの仏跡探訪の延長として理解され、ブッダガヤでの活動について検証する研究は限ら
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Keywords : Hikone domain, fudai daimyo, social stratification, samurai, san-okachi, distribution of 
stipends, chigyotori, kuramaitori, status inconsistency, heyazumi

〈研究論文〉

日本における〝性教育〟論の源流と誕生
小泉友則

　現代日本において、子どもの性をよりよい方向に導くために、子どもに「正しい」性知識
を教えなければならない・もしくはその他の教育的導きがなされねばならないとする〝性教
育〟論は、なじみ深い存在となっている。そして、このような〝性教育〟論の起原がどこに
あるのかを探求する試みは、すでに多くの研究者が着手しているものでもある。しかしなが
ら、先行研究の歴史記述は浅いものが多く、日本において〝性教育〟論が誕生したことがい
かなる文化的現象だったのかは多くの部分が不明瞭なままである。そこで、本稿では先行研
究の視点を引き継ぎつつも〝性教育〟論の歴史の再構成を試みる。
　具体的には、現状最も優れた先行研究である茂木輝順の論考の批判検討を通じて、歴史記
述を行う。取り扱う時期を近世後期～明治後期に設定し、〝性教育〟論の源流の存在と誕生
を追っていく。
　日本においては、近世後期に既に〝性教育〟論の源流とも言える教育論は存在し、ただ、
それはその後の時代の〝性教育〟論と比すると、不完全なものであった。近代西洋の知の流
入は、そうした日本の〝性教育〟論の源流の知に様々な新規な知識を付け加えていく。その
ような過程のなかで、〝性教育〟論は明確なかたちで誕生していくわけであるが、その誕生
の過程では、舶来物の知識と従来の日本における文化との摩擦もあり、その摩擦を解消する
ためには〝性教育〟論を学術的なものだと見做す力が必要だった。
　その摩擦をひとまず解消し、〝性教育〟論が日本において確立するのは、明治期が終わり
を迎えるころであった。その時期には、「性教育」という名称が出現し、〝性教育〟論の要素
を占める主要な教育論も出そろい、社会的な認知や承認も十分に備わっていた。

【性教育、性、子ども、教育、性科学、医学、造化機論、近代、西洋、セクシュアリティ】

The Origin and the Beginnings of Sex Education in Japan
KOIZUMI Tomonori

The discourse on “sex education” (sei kyōiku) that is familiar today in Japan holds that, in order to 
guide children’s attitudes regarding sex, it is necessary to equip them with “correct” knowledge 
about sex or to provide them with other educational guidance. Many researchers have already 
attempted to explore the roots of the discourse on sex education in Japan. Few previous studies, 
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【彦根井伊家、譜代大名、身分構造、石高分布、知行取、蔵米取、侍、三御歩行、地位の不
整合、部屋住】

Social Stratification of the Hikone Domain during the First Half of the 
19th Century

LIANG Yuan-lin

The Ii family of the Hikone domain offers an example of a fudai daimyo through which to 
examine the social stratification of retainers. This paper draws mainly on a bugenchō (register of 
retainers) compiled around 1830, and seeks to elucidate the inner structure of daimyo families. 
This is important for understanding the political system of early modern Japan as well as for 
considering the Meiji Restoration and the ensuing dissolution of the bushi stratum of society. The 
main findings of this study are as follows.
 Firstly, although the retainers of the Ii family were roughly divided into “samurai” and “san-
okachi,” their organization was not modeled on that of the Tokugawa shogunal family; it was 
specific to the Hikone domain. Secondly, as revealed by a quantitative analysis of the distribution 
of stipends of the retainers, those with a stipend of 1,000-koku or more were very few in number 
while those with less than 200-koku made up about 70 percent. In this regard, the Ii family was 
similar to the Mōri family of Hagi domain and the Tokugawa family of Owari domain. However, 
an examination of the distribution of bushi stipends in Hikone obtained by separately examining 
the chigyōtori (recipients of land revenue) and kuramaitori (recipients of rice), produced somewhat 
different results.
 The status of early modern bushi warriors can be understood not only by their class and 
stipend but also by such criteria as inheritance, entitlement to privileges of omemie (audiences with 
the lord), assignment of duties, and entitlement to ride a horse. But these criteria were not always 
consistent with social stratification. The status of retainers of the lower classes varied according to 
each of these criteria—this status inconsistency is found among other daimyo families as well.
 Unlike other daimyo families and the Tokugawa shogunal family, the Ii family frequently 
assigned duties to heyazumi dependents. One reason was presumably that, while the domain 
government organization was constructed, the number of retainers did not increase significantly. 
Another reason may have been that, at the time of the transfer of the headship of a retainer family 
due to the young death of its head or transfer of headship to a very young son, it was customary 
that that family’s stipend be reduced and the amount resulting from that reduction appropriated 
for the stipends of heyazumi who had been assigned to perform certain duties.
 This study finds that the status of the early modern bushi varies according to which criteria 
are used, making it very difficult to determine bushi social stratification. Status inconsistency is 
observed among lower-strata retainers, a phenomenon shared by all the large daimyo families 
regardless of whether or not they were among the forces that overthrew the Tokugawa shogunate. 
In the large daimyo families, moreover, retainers could be assigned to duties not as a family unit 
but as individuals. These phenomena provide important background for understanding why 
daimyo retainers threw in their lot with the movement to overthrow the shogunate and why the 
status of bushi collapsed in the late Tokugawa period.



XV

論文要旨・SUMMARIES

purpose behind Amati’s writing of the unpublished manuscript. This paper aims to add valuable 
insight into the little-known character of the Italian historian.

Keywords : Scipione Amati, Italian manuscript Breve Ristretto delli trè Stati Naturale, Religioso, e Politico del 
Giapone, Keichō embassy, Luis de Guzmán, Historia de las Misiones, Historia del regno di Voxu 
del Giappone, Vatican Archive, Colonna Archive, Colonna family, Borghese family

　

〈研究論文〉

十九世紀前半彦根井伊家の身分構造
梁　媛淋

　本稿は、1830 年頃に譜代大名彦根井伊家で作成された分限帳を主な素材として、同家の
身分構造を明らかにする。大名家の内部構造の解明は近世の政治体制を知るために重要であ
り、明治維新やそれに伴う武士身分の解体を考える手がかりとなるだろう。
　井伊家の事例で観察された事象は次の通りである。まず、家臣団は所属階層において侍と
三御歩行に大別された。その組編成について見ていくと、井伊家は徳川将軍家の番方組織を
模倣せず、独自な制度を有したことが判明した。次に、石高の分布を数量分析した結果、家
臣団の全体的な石高分布の傾向として、千石以上の家臣が僅少で、二百石未満の家臣が約七
割を占めた点において、萩毛利家や尾張徳川家と共通していることが分かった。ただし、知
行取・蔵米取を分けて検討すると、他とやや異なる面が見えてくる。
　近世武士の地位は、所属階層や給禄だけでなく、相続・御目見・役職の任命・騎馬の資格
などの基準で判断できる。しかし、これらの諸基準による階層分けは必ずしも一致していな
いので、家臣団全員がこれらの基準によって同じ評価を得たわけではない。家臣団の下層部
は基準ごとに評価が異なり、地位の不整合があった。この点が他の大大名と共通しているこ
とは、注目に値する。
　また、井伊家では徳川将軍家や他の大名家と異なり、部屋住の登用が盛んであった。それ
は、藩政機構の整備過程において家臣の増員を控えたこと、さらに夭死・幼年家督相続など
様々な理由で家督時に減知する慣例があったので、減知分を部屋住で奉公する者の給禄に当
てられたためと考えられる。
　本稿の分析によって、近世の武士は、高禄な知行取かつ御目見以上である騎士と、低禄な
蔵米取かつ御目見以下である歩兵といったように、単純に把握できる社会階層ではないとい
うことが明らかになった。また、大名家では、徳川将軍家のように「家」単位での登用では
なく、個人単位の奉公が認められていたことも注意に値する。これらの事象は、大名家臣が
倒幕に身を投じることや、武士身分の崩壊を考える際、重要な背景を提供するものであると
考える。
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naturale）、「宗教誌」（stato religioso）における典拠の形態の分析を進めるとともに、そこから
アマーティの著述意図の一端を考察していく。
　まず第一章では筆者がコロンナ家に関する史料が網羅的に収蔵されているコロンナ文書館
で発見したアマーティ関連文書を分析し、これまで経歴不詳としされてきたアマーティの経
歴を詳らかにする。次いで彼の執筆した「日本略記」を分析し、十五世紀末の日本の政治状
況を紹介しつつキリスト教の道徳観念が統治には必要不可欠であると論じた本著作を、献呈
先であったボルゲーゼ家との関わりと結び付けて考察する。
　第二章ではアマーティが「日本略記」を執筆する際に引用したグスマンの『東方伝道史』
を取り上げる。当該二著作を比較してみると、「日本略記」が半ば抜粋に近い状態で『東方
伝道史』を引用していることは明らかである。とりわけ引用において特徴的なのは、グスマ
ンの記述で仏教における「儲け」や「利得」といった文言が見受けられる一方で、アマーティ
のグスマンからの同一箇所の抜粋では、それらの文言のみが削除や別の記述に言い換えられ
ている点である。
　筆者はアマーティの引用におけるこのような傾向を、「意図的隠蔽をテキスト内に巧緻に
組みこむことで、日本における宗教のありようから、利得の絡まないキリスト教の理想をボ
ルゲーゼ家に伝えようとした」として捉えた。そして以上の分析から当時の日本情報が来日
経験のない著述家らによって書き換えられ、最終的な読者に伝わっていく過程を指摘した。

【シピオーネ・アマーティ、手稿「日本略記」、慶長遣欧使節、ルイス・デ・グスマン、『東
方伝道史』、『慶長遣欧使節記』、ヴァチカン文書館、コロンナ文書館、コロンナ家、ボルゲー
ゼ家】

Scipione Amati’s Unpublished 1615 Italian Manuscript Breve Ristretto 
delli trè Stati Naturale, Religioso, e Politico del Giapone: 
A Study of Quoted Passages from Luis de Guzmán’s 1601 Spanish 
work, Historia de las Misiones

OGAWA Hitoshi

At the mention of Scipione Amati (1583–1653), the negotiator and interpreter serving the last 
part of the Keichō embassy (1613–1616), researchers of the Italian Baroque period and Tokugawa 
Japan recall the Historia del regno di Voxu del Giappone (1615). It is no secret that Amati’s 
published report was a direct result of his having accompanied the Japanese delegation from 
Madrid to Rome from August 1615 to January 1616. However, it is also known that Amati left 
behind a manuscript giving an account of Japan, dedicated to the Borghese family. This 80-page 
manuscript, titled Breve Ristretto delli trè Stati Naturale, Religioso, e Politico del Giapone (1615) also 
reports on the Japanese political situation in the seventeenth century, and paints a differing picture 
from Amati’s published work. Amati’s references and quoted passages from Luis de Guzmán’s 
Spanish study Historia de las Misiones in this account are especially worthy of careful research. 
While aiming to highlight the discrepancies appearing in Amati’s study through scrutiny and 
comparison of the texts penned by Amati and Guzmán, this paper will illuminate the main 
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piece. Ijitsu Michifumi objects to that view, arguing that “[the Kūkai poem] shows no trace of 
following the example of youxian poetry. Kūkai referred to ancient Chinese youxian works but did 
not follow them indicates that he either intentionally ignored them or put them aside.” Ijitsu 
emphasizes Kūkai’s aspiration, which was to try “to create in form and content a totally new kind 
of ‘mystical excursion’ poem.” Both Hatooka and Ijitsu referred to the relationship between the 
poem by Kūkai and conventional youxian poems in the Wenxuan and other ancient Chinese 
anthologies, but not enough study has been done concerning the influence on Kūkai of the literary 
works and philosophical/intellectual trends he was actually exposed to while in China.
 How did Kūkai in his “Yūsanbosen shi” poem reconstruct the youxian poetry of the Wenxuan 
while incorporating Buddhist elements? Was the poem completely original? This paper looks at 
Kūkai’s view of literature as expressed in his writings after returning from China as the main source 
of clues for understanding his ideas about literary creation. And, taking into consideration the 
possible relationship of the Kūkai poem to the previous works of prose and poetry and teachings of 
Confucianism, Buddhism, and Daoism that Kūkai noted in China, I examine how his 
“Yūsanbosen shi” poem accepts and goes beyond the youxian poetry of the Wenxuan. The analysis 
first looks at his view of literature as observed in his Rōko shiiki (Teachings for the Deaf and Blind), 
Sangō shiiki (Indications of the Three Teachings), and Bunkyō hifuron (The Secret Treasury of 
Poetic Mirrors). It then introduces the content and structure of the youxian poetry in the Wenxuan, 
and then scrutinizes the content and structure of the Kūkai work. Finally, the study looks at the 
relation of the Kūkai poem to the short poem “Duange xiang” by mid-Tang priest and poet Jiaoran 
(730–799). These observations help to demonstrate the significant effect of Kūkai’s view of 
literature, of the three teachings, and of prose and poetry formed during his experiences in China 
on the creation of the “Yūsanbosen shi.” 

Keywords : Kūkai, “Yūsanbosen shi,” “mystical excursion” (youxian) poetry, the Wenxuan (Jp. Monzen), the 
Sangō shiiki, Buddhism, hermit-like mountain excursion, visit to Tang China, “Duange xiang,” 
going beyond conventional youxian poetry

　

〈研究論文〉

シピオーネ・アマーティ著「日本略記」（手稿）における考察
――ルイス・デ・グスマン著『東方伝道史』（一六〇一）からの引用について――

小川　仁

　本論文では、慶長遣欧使節にマドリッドからローマまで通訳兼折衝役として同行し、後に
その体験を基に『伊達政宗遣欧使節記』（1615 年）Historia del Regno di Voxu del Giappone を著し
たイタリア人シピオーネ・アマーティ（Scipione Amati 1583 ～ 1653）の手稿「日本略記」
Breve Ristretto delli trè Stati Naturale, Religioso, e Politico del Giapone を取り上げ、多くの引用が認め
られるルイス・デ・グスマン（Luis de Guzmán1543 ～ 1605）著『東方伝道史』（1601 年）
Historia de las Misiones との比較を試み、「日本略記」第一章、第二章に該当する「博物誌」（stato 
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〈研究論文〉

『文選』遊仙詩の超克
――空海の「遊山慕仙詩」をめぐって――

田　云明

　空海の『性霊集』劈頭に置かれた「遊山慕仙詩」において、詩題は一見遊仙詩のように隠
逸風であるが、内容は仏教的なものが少なからず含まれている。波戸岡旭氏はこの一首の構
成や、出典、さらに創作動機及び主題などについて、従来の遊仙詩との類似を考察し、空海
の「遊山慕仙詩」は仏教思想を説くものでありながら、本格的な遊仙詩であると主張した。
これに対し、井実充史氏が「﹃文選﹄遊仙詩を踏襲した形跡はない。言及しつつ踏襲してい
ないということは、意識的に無視あるいは排除したといえる」と異議を呈し、「形式・内容
ともにまったく新たな遊仙詩を歌い上げようとする」空海の創作意図を強調した。両氏とも

「遊山慕仙詩」と『文選』などに載せられた従来の遊仙詩との関係性について言及している
ものの、入唐の経験によって渉覧できた中国本土の文学作品や思想界の動向から受けた影響
については、十分に検討がなされていないと考えられる。
　空海の「遊山慕仙詩」はいかに仏教的なものを取り入れ、『文選』の遊仙詩を再構築した
のか。それはすべて空海の独創により生み出されたものであろうか。本稿では、主に空海の
帰国後の著述に表われた文学観を手がかりに、彼の文学創作の姿勢を把握したうえで、特に
入唐時に目にとまった詩文や儒・仏・老の三教論との関連を視野に入れながら、「遊山慕仙詩」
における『文選』遊仙詩の受容と超克を考察していきたい。空海の詩作を分析するにあたり、
まず、『聾瞽指帰』と『三教指帰』及び『文鏡秘府論』を通して彼の文学観を把握する。次に、

『文選』遊仙詩の内容と構成を明らかにしたうえで、「遊山慕仙詩」の内容、構成について分
析を行なう。最後に、中唐詩僧・皎然の「短歌行」との関わりについて考察する。以上の考
察を通じて、入唐の経験によって成立した文学観、三教論、及び渉覧できた詩文が、空海「遊
山慕仙詩」の創作に与えた影響を明らかにしたい。

【空海、遊山慕仙詩、遊仙詩、文選、三教指帰、仏教、隠逸、入唐、短歌行、超克】

Moving Beyond the “Mystical Excursion” Poems in the Wenxuan: 
Focusing on Kūkai’s Poem “Yūsanbosen shi”

TIAN Yunming

Shōryōshū, a collection of poetry and prose by Priest Kūkai (774–835), begins with “Yūsanbosen shi” 
(Mystical Excursion Poem). Although the title suggests a hermit-like mountain excursion, the 
work contains many elements of Buddhism. Hatooka Akira sees similarities in this poem to the 
“mystical excursion (youxian)” verse in the sixth-century Chinese literary anthology Wenxuan (Jp. 
Monzen), considering the Kūkai poem’s structure, sources, the motive for its creation, and its 
theme, and argues that Kūkai, while teaching Buddhist thought, had written a full-fledged youxian 
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〈特集〉「失われた二十年」と日本研究の未来

屠所の糞と「ポピュリズム」の行方
――韓国小説『糞礼記』を読む――

沈　煕燦

　日本の「失われた二十年」は日本経済の抱える問題の象徴であり、経済の停滞と崩壊の時
代である。そして、その背景には、さしあたり、冷戦後の日本を支えてきた思想の崩壊があっ
た。なかでも重要なのはデモクラシーの問題だ。本稿は、日本の「失われた二十年」と
1967 年の韓国小説、方榮雄の『糞礼記』を比べて、デモクラシーの出現について考える。
　本稿ではまずポピュリズムに関する最新の言説を紹介し、次いで冷戦体制が確立されよう
としていた時代の韓国に目を向け、1960 年の四月革命のとき芽生えたデモクラシーの可能
性を探る。これは今日の韓国のデモクラシーとは似て非なるものではあろうが、『糞礼記』
の登場人物たちの革命的性格に注目することによって、この時代が投げかけた問題を論じて
いきたい。彼らはならず者にされた人々、いわゆるルンペン・プロレタリアート、つまりデ
モクラシーが内包する排他性によって排斥され無視された人々である。本稿は、こうした人
びとを政治的舞台に復権させることを目指すものである。

【『糞礼記』、ポピュリズム、失われた二十年、デモクラシー、ならず者、四月革命、韓国政治】

Bunlyegi and the Future of Populism:  
Democracy and the Outcasts of Society

SHIM Hee-Chan

Japan’s “lost two decades” represent the troubles of the Japanese economy—a time of economic 
slump and collapse. In its background, meanwhile, was the collapse of several ideas that supported 
post-Cold War Japan, and important among these was the problem of democracy. This paper 
connects Japan’s “lost two decades” with the 1967 Korean novel, Bunlyegi by Bang Young-wung to 
consider the emergence of democracy.
 While introducing the most recent discourse on populism, this study seeks to move beyond it 
by returning to Korea in the period when the Cold War system was being established in order to 
consider the possibility of a type of democracy that germinated at the time of the April Revolution 
in 1960 that might have been quite different from Korea’s current democracy. I discuss the insights 
offered on that era by Bunlyegi, with its focus on the revolutionary character of the people 
involved—outcasts, the lumpenproletariat—those who were cast out and ignored because of the 
exclusivist nature of democracy. I examine how such people were rehabilitated on the political 
stage.

Keywords : Bunlyegi, populism, “lost two decades,” democracy, outcasts, April revolution, Korean politics
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Japanese Studies as a Global Knowledge-generating Mechanism
ZHONG Yijiang

This essay explores how the world-historical trend of globalization, which has brought about 
profound changes to Japan and the entire world in the past two decades, might enable a new 
imagining of Japanese Studies as a global knowledge-generating mechanism that supersedes the 
entrenched conception of a discipline dominated by political and national interests. Understanding 
the study of Japan both in and outside Japan as part of modern knowledge production which is 
based on the humanist tradition originating in eighteenth-century Europe, this essay conducts a 
critical examination of two tensions inherent in this humanist tradition: first, what can be called 
the humanitas-nation conceptual nexus, and second, the humanitas-anthropos figuration. These 
tensions have from the very beginning accompanied the humanist mode of knowledge production 
while historically enabling its global dissemination. The first tension is between humanistic studies 
as a universalistic category and the humanities as disciplinary knowledge more about the nation 
than humans in general. This is an interdependent pair in the sense that the ideal of universal 
humanity enabled the implementation of modern knowledge production all over the world, but 
the carrier of that ideal was the exclusive and particularistic national framework. The second 
tension between modern humanistic studies and anthropos is similarly interdependent in that 
anthropos served as the to-be-known Other of European self-perception as the knowledge-
producing subject. The humanitas - vs. - anthropos figuration constituted one key epistemological 
principle underlying modern knowledge production as it attended European colonial expansion in 
the world. The multifaceted process of globalization, however, is changing the historical conditions 
that have sustained the paired tensions in humanist production of modern knowledge. 
Globalization results partly from the rise of the non-Western world and increasingly disrupts the 
epistemological and cultural boundaries that separated the West and the non-West. It dissolves 
rooted forms of separation and discrimination while generating new forms of inequality and 
distinction. Harnessing some of the multivalent forces of globalization helps us problematize the 
humanitas-vs.-anthropos figuration as well as the nation that framed humanist studies around the 
world. The dissipation if not complete dissolution of these two humanist tensions may lead to the 
imagining of a new type of humanities studies that relativizes the nation that limited our imagining 
as well as thinking. As higher education and academia are becoming more interconnected, Japanese 
Studies is likewise being transformed into a transnational academic discipline from which a new 
consciousness may arise. This is a consciousness that self-situates in the world-historical process of 
globalization while trying to determine how to exercise its limited agency to shape this process. 
More specifically, we can start to imagine the possibility of certain global humanities studies with 
“Japan” as its subject, object, or just background, and furthermore, we can start to make it happen.

Keywords : Japanese Studies, nation-state, humanitas, anthropos, area studies, modernization theory, Cold 
War, globalization, global academia
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てきた日本研究が、今後グローバルな知識生産の体系の一つとして脱皮し、新しい意義を持
つ可能性を探ったものである。
　最初に、日本の内外におけるこれまでの日本研究を、十八世紀のヨーロッパに起源を持つ
人文学の伝統を汲む近代的知識生産の一部として位置づけ、その人文的伝統の中に、二つの
テンション――人文―国家のネクサス（連鎖）と、フマニタス―アントロポスの対立構図
――が内在していたことを指摘し、それらを批判的に考察した。両者とも誕生の時から、世
界に伝播する歴史的ダイナミズムを持つ人文的知識生産を伴っていた。
　第一のテンションは、人間全般についての普遍的な学問としての人文学と、国民国家に仕
える性格の人文学の間のものである。普遍的人間性の理想は、世界各地での近代的知識生産
を可能にしたが、同時にそれは、固有性を主張する排他的な国民国家の枠組みの中で遂行さ
れてきた。普遍的な人文学と国民国家は相互依存関係にあった。
　第二のテンションにおいても、知る主体、知識生産の主体としての西洋のフマニタス的自
己認識と、知られるべき他者としての非西洋のアントロポス的認識は相互依存関係にある。
フマニタス―アントロポスの対立構図は、ヨーロッパによる世界の植民地化と手に手を携え
て進んだ近代の知識生産の一つの構造的な認識原理となる。
　しかしグローバリゼーションが進むにつれ、近代の人文的知識生産の二つのテンションを
支えてきた歴史的条件は幾つかの面において変わりつつある。グローバリゼーションが起
こってきた一つの理由は非西洋世界の台頭にあるが、それによって西洋―非西洋の認識論的・
文化的境界が崩されるようになり、それまで強固に根を張っていた分離と差別の形式が緩み
始めている（また違った形の不平等と区別が生まれつつあるのだが……）。このような歴史
変化を起こしているグローバリゼーションの諸力を深く認識する上で、世界中の人文学を閉
塞させてきたフマニタス―アントロポス、および国民国家の枠組みを問題化できるのではな
いか。
　われわれの思考と想像力の地平を限ってきた二つの枠組みは、おそらくそれを完全に解体
することは難しいが、その呪縛を幾分でも解消することができれば、国民国家が相対化され
る中に新しい人文学研究のヴィジョンが生まれてくるだろう。大学教育・学界が世界的に繫
がりを強めつつある今日の潮流の中で、日本研究も同様にトランスナショナルな変貌を遂げ
つつあり、そこから新しい意識が芽生えてくる可能性がある。それは、世界史的なグローバ
リゼーションの流れの中に自己を定位し、その流れをどの方向に向けるべきかを考えながら、
自己の限られた力を賢明に使おうとする意識である。日本研究についても、ある種のグロー
バルな人文学研究を想定し、その中で「日本」を主体に、客体に、あるいは背景的知識にし
ながら研究を遂行し、新しい人文学研究の創成に資するのが望ましい姿ではなかろうか。

【日本研究、国民国家、フマニタス、アントロポス、地域研究、近代化理論、冷戦、グロー
バリゼーション、グローバル・アカデミア】
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主義から猛烈な挑戦が始まると同時に、それよりは弱いものの、日本社会に埋めこまれたジェ
ンダーによる役割分業への挑戦が始まった。しかし、いずれの挑戦もはっきりと勝利をおさ
めたわけではない。

【失われた二十年、管理された競争、ジェンダー、新自由主義、大平研究会報告書、雇用、
市場、中流社会】

Ideologies of State, Market, and Gender from High Growth to 
 “Lost Decades”

Andrew GORDON

An extraordinary change in the substance and tone of discourse on Japan took place both inside 
and outside the country in the 1990s. Its emblem was the take-off of the term “lost decades.” The 
first published use in English and in Japanese appears to have been during the same week in the 
summer of 1998, and the idea that Japan was declining or lost was a co-production of global and 
local voices. This paper seeks to understand the emergence of a discourse of “loss” by examining 
conservative ideology from the 1970s through the 2010s. It focuses on two aspects of the shifting 
ideological landscape that are most relevant to the erosion of confidence in Japan’s future as a 
middle-class society. First, ideas about markets and competition as the means to sustain a good 
society. Second, attitudes toward change in gender roles. The paper argues that one thing “lost” 
over the past two-plus decades has been a conservative consensus as to what constitutes a good 
society and how that is to be sustained. In the 1970s and 1980s that consensus centered on 
confidence in a Japanese mode of managed competition and a gender-divided structure of society 
where women ran families while men ran companies. Across the 1990s and 2000s, as elsewhere in 
the world one finds in Japan both a strong neo-liberal challenge to the idea of a managed economy, 
and a more modest challenge to the deeply entrenched gender division of labor in Japanese society. 
But in Japan neither challenge has unambiguously won the day.

Keywords : lost decades, managed competition, gender, neo-liberalism, Ohira research group report, 
employment, markets, middle-class society

　

〈特集〉「失われた二十年」と日本研究の未来

日本研究の未来
――グローバルな知識生産体系への参入――

鍾　以江

　本論は、この二十年間、日本のみならず世界全体に深甚な変化を及ぼしてきたグローバリ
ゼーションという世界史的潮流の中で、それまである意味で政治的、国家的利害に拘束され
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Uniqueness (nihonjin-ron). Japanese culturalism was a sort of reaction to the images of Japanese 
culture imposed by American scholars of National Character Studies, an early phase of US area 
studies on Japan. Resentful though they were toward the discourse of the US area studies on Japan, 
many Japanese scholars responded to National Character Studies by not rejecting but 
appropriating the basic structure of the American discourse, and they attempted to offer modified 
images of Japanese culture within the same epistemic framework. Thus, Japanese Studies in Japan 
as well as North America is characterized by the structure of civilizational transference in which 
Japanese scholars tirelessly tried to ascertain the uniqueness of Japanese culture within what Stuart 
Hall called “the discourse of the West and the Rest,” as if responding to  Westerners’ demands.
 What has been deliberately excluded in Japanese culturalism is the perspective of other Asian 
intellectuals, a perspective from which the modern histories of both the US and Japan should be 
viewed as responsible for atrocities and colonial oppression. With the increase in the number of 
young scholars from China, Korea and other countries in East Asia, the prospect that Japanese 
Studies in Japan may embrace the genuine possibility of the decolonization of the mind is real.

Keywords : Modernization theory, Empire under subcontract, Pax Americana, postcolonial conditions, the 
loss of empire, modern international world, civilizational transference, double-decker bus 
structure of Japanese Studies, the complicity of area studies and Japanese culturalism, “theory” 
in area studies.

　

〈特集〉「失われた二十年」と日本研究の未来

高度成長から「失われた二十年」へ
――国家・市場・ジェンダーのイデオロギー――

アンドルー・ゴードン

　日本に関する言論の内容と論調は国内でも国外でも 1990 年代にがらりと変わった。「失わ
れた十年」という言葉が急激に流通し始めたことは、それを象徴する。この言葉は 1998 年
夏の同じ週に、英語と日本語双方の活字メディアで初めて登場した。日本は凋落しつつある、
日本は失われたという認識が、国の内外でほぼ同時に生まれていたのである。本稿では、
1970 年代から 2010 年代にいたる保守派のイデオロギーを検証することによって、「喪失」
論議の登場を理解しようと思う。なかでも、中流社会日本という未来への自信喪失と深く関
わるイデオロギーの風景の変遷をめぐり、その二つの局面を追うことにする。それは第一に、
健全な社会を維持する手段として市場と競争をとらえる考え方、第二に、ジェンダーの役割
の変化に対する姿勢である。過去二十余年に「失われた」のは、健全な社会を構成するもの
は何か、それをどのように維持し達成するのかについての保守本流のコンセンサスだった。
1970 年代と 80 年代には、管理された競争という日本的なあり方、および女は家庭・男は仕
事というジェンダー分割に支えられた社会構造が、このコンセンサスの根拠だった。それが
1990 年代、2000 年代になると、全世界共通の現象だが、日本でも管理経済に対して新自由
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ポスト・コロニアルな条件と日本研究の将来
──「失われた二十年」と帝国の喪失──

酒井直樹

　アジア太平洋戦争後の東アジアで、日本はアジアの近代化の寵児とみなされ、アジアで唯
一の先進国と呼ばれてきた。冷戦秩序下のパックス・アメリカーナ（アメリカの支配下の平
和の意味）で日本は、東アジアにおけるアメリカ合州国の反共政策の中枢の役割を担い、「下
請けの帝国」の地位を与えられ、経済的・政治的な特別待遇を享受してきた。日本研究は、
この状況下で、欧米研究者による地域研究と日本人研究者の日本文学・日本史の間の共犯構
造の下で、育成されてきたと言ってよい。「失われた二十年」の後、地域研究としての日本
研究も日本文化論としての日本研究も根本的な変身を迫られている。それは、東アジアの研
究者の眼差しを無視した日本研究が最早成り立つことができないからで、これまでの日本文
化論に典型的にみられる欧米と日本の間の文明論的な転移構造にもとづく日本研究を維持す
ることができなくなってきたからである。これからの日本研究には、合州国と日本の植民地
意識を同時に俎上にあげるような理論的な視点が重要になってきている。

【近代化の寵児としての日本、下請けの帝国、パックス・アメリカーナ、ポスト・コロニア
ルな条件、帝国の喪失、近代国際世界、文明論的転移、日本研究の二階建てバス構造、地域
研究と日本文化論の共犯性、地域研究における理論】

Postcolonial Conditions and the Future of Japanese Studies:  
Lost Two Decades and the Loss of Empire

SAKAI Naoki

Japan has been called the only modernized society in Asia, even after the demise of the pre-war 
empire in the Asia Pacific War. During the Cold War period under Pax Americana, Japan served as 
the central player for the US anti-communist confinement policy in East Asia; it received 
exceptional political, economic and military support from the United States of America, and  
enjoyed the status of an “empire under subcontract,” even though it had lost its colonies and the 
position of colonial master in 1945.
 Japanese Studies, a set of academic disciplines formed on both shores of the Pacific after the 
war, consisted of a peculiar complicity of the two separate formations: area studies on Japan which 
was created during the war and became one of the largest area studies programs in higher 
education in the United States on the one hand, and the humanistic national disciplines — 
Japanese literature, history, ethnography, and so on — which inherited the pre-war academic 
programs on the other. A tendency that became dominant in the Humanities programs in Japanese 
universities from the 1950s was Japanese culturalism, sometimes called the Discourse of Japanese 
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