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批

評

・
紹

介

板
野
長
八
著

中
国
古
代
社
曾
思
想
史
の
研
究

柴

昇

回

本
書
は
故
板
野
長
八
氏
の
、
『
中
園
古
代
に
お
け
る
人
関
観
の
展
開
』
(
岩

波
書
庖
、
一
九
七
二
)
、
『
儒
数
成
立
史
の
研
究
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
五
〉

に
綴
く
一
一一
朋
自
の
著
書
で
あ
り
、
著
者
淡
後
に
好
並
隆
司

・
寺
地
避
の
雨
氏
に

よ
っ
て
生
前
の
諸
論
文
の
内
で
社
曾
思
想
史
に
関
わ
る
作
口
聞
を
選
揮

・
配
列
し

て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
本
書
の
白
衣
を
各
論
文
の
初
出
年
と
と
も

に
提
示
し
て
お
こ
う
。

老
子
の
無
(
一
九
四
九
)

萄
子
の
思
想
|
特
に
天
人
の
分
に
つ
い
て
|
(
一
九
四
六
)

萄
子
の
雄
読
|
儒
教
成
立
の
前
提
と
し
て
|
(
一
九
四
七
)

秦
誓
の
作
成
(
一
九
八
二
〉

管
仲
の
参
園
伍
都
の
制
を
論
じ
て
一
商
鞍
の
豚
の
制
に
及
ぶ
(
一
九
八
三
)

商
鞍
の
出
現
法
を
綴
る
老
子
と
孟
子
(
一
九
八
四
〉

中
園
古
代
の
一
帝
王
思
想
|
特
に
韓
非
の
君
主
論
|

(
一
九
五
一
)

戟
園
秦
漢
に
お
け
る
孝
の
二
重
性
(
一
九
六
七
〉

司
馬
濯
の
経
済
思
想
(
一
九
五
一
〉

験
後
閲
も
な
い
時
期
か
ら
八

0
年
代
の
宇
ば
ま
で
、
四
十
年
、近
く
の
聞
に
設

表
さ
れ
た
九
本
の
論
文
か
ら
本
書
は
成
っ
て
い
る
。
寺
地
選
氏
の

「
あ
と
が

き
」
に
よ
れ
ば
、
板
野
氏
は
新
し
い
中
園
古
代
思
想
史
の
概
読
書
の
執
筆
を
構

想
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
は
あ
と
数
篇
の
論
文
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
常
々
述
べ
て
お
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
一
意
味
で
は
、
本
書

は
、
な
に
が
し
か
の
未
完
成
な
部
分
を
も
っ
た
書
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
思
索
の
跡
は
、
四
十
年
と
い
う
長

い
愛
表
時
期
の
幅
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
全
鐙
と
し
て
は
き
わ
め
て
強
靭
な

一
貫

性
と
陸
系
性
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
基
礎
的
な
愛
想
は
一
貫
し
て
い
る
と
し
て
も
、
各
論
文
に
一
ホ
さ

れ
た
関
心
の
所
在
に
つ
い
て
は
若
干
の
第
化
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
確
か
で
あ

る
。
と
く
に
八

0
年
代
に
夜
表
さ
れ
た
三
篇
に
は
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ

ら
れ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
著
者
の
力
貼
の
愛
化
に
も
留
意
し
つ
つ
、
編
者
の

意
図
に
は
十
分
に
沿
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
抗
表
年
順
に
各
論
文
を
紹

介
・
論
評
し
て
ゆ
き
た
い
。
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「萄
子
の
思
想
l
特
に
天
人
の
分
に
つ

い
て
|
」
に
よ
れ
ば
、
萄
子
は
天
人

の
分
を
主
張
し
て
人
閲
を
天
の
支
配
か
ら
脱
せ
し
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
人
聞
は

天
か
ら
解
放
さ
れ
、
天
に
制
到
す
る
人
関
の
領
域
と
自
主
性
・
責
任
が
自
究
さ

れ
、
人
聞
の
道
徳
と
こ
れ
を
設
く
聖
人
の
教
と
が
確
立
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
言
う
人
関
は
聖
人
君
主
の
こ
と
を
意
味
し
、
天
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る

人
聞
は
聖
人
君
主
の
み
で
あ
る
。
ま
た
聖
人
も
天
に
封
し
て
優
位
に
立
つ
わ
け

で
は
な
く
、
天
と
並
ぶ
者
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て

一
般
の
人
々
は
聖
人
の
完
全

な
支
配
下
に
置
か
れ
、
天
の
支
配
力
も
こ
の
聖
人
を
遁
じ
て
人
関
界
に
及
ぶ
べ
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き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
萄
子
の
思
想
は
、
思
想
史
的
に
は
孟
子
・
荘

子
の
見
解
を
老
子
的
見
解
に
よ
り
批
剣
修
正
し
て
聖
人
一
元
の
人
開
界
を
樹
立

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
社
曾
的
に
は
封
建
諸
勢
力
の
整
理
統
合
に
よ
る

中
央
集
権
的
専
制
君
主
の
出
現
と
、
そ
れ
に
並
行
し
て
進
行
し
た
専
制
君
主
の

始
祖
・
天
に
よ
る
奮
勢
力
の
始
祖
・
天
の
統
合
を
背
景
と
し
て
い
た
。
そ
の
結

果
天
の
子
・
子
孫
と
し
て
天
に
直
接
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
君
主
の
み

と
な
っ
た
。
萄
子
が
構
想
し
た
の
は
、
天
と
の
直
接
的
関
係
を
濁
占
す
る
、
人

開
界
に
お
け
る
唯
一
の
自
由
な
人
聞
と
し
て
の
聖
人
君
主
が
、
濁
自
性
を
有
す

る
勢
力
の
介
在
を
許
す
こ
と
な
く
、
人
間
界
全
慢
を
統
率
す
る
世
界
で
あ
っ

た。
「
萄
子
の
種
競
|
儒
数
成
立
の
前
提
と
し
て
|
」
は
前
稿
の
分
析
を
「
嘘
」

を
主
題
と
し
て
さ
ら
に
進
め
る
。
躍
と
は
王
者
の
下
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
位
置

附
け
る
も
の
で
あ
る
。
躍
の
下
に
あ
る
高
物
は
、
互
い
に
衝
突
す
る
こ
と
な

く
、
穫
に
よ
っ
て
輿
え
ら
れ
た
分
の
中
で
各
々
の
能
力
・
役
割
を
完
途
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
。
「
天
人
の
分
」
も
こ
の
よ
う
な
見
解
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
そ
れ
は
人
の
分
を
越
え
て
天
に
期
待
す
る
こ
と
の
非
を
説
く
も
の
で
あ

っ
て
、
人
の
天
に
劃
す
る
優
越
性
は
そ
こ
か
ら
見
出
し
得
な
い
。
む
し
ろ
萄
子

は
天
命
の
信
奉
者
と
い
う
面
を
持
ち
、
天
・
性
と
封
立
す
る
僑
の
中
核
と
し
て

の
躍
は
、
貸
は
天
の
命
・
天
の
理
法
に
準
接
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
躍
を
構
成
原
理
と
す
る
世
界
は
、
一
者
と
し
て
の
道
な
い
し
聖
人
王
者
の

下
に
、
躍
に
よ
る
秩
序
を
基
準
と
し
て
多
者
が
配
列
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ

し
て
多
者
と
は
一
者
よ
り
分
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
嬰
化
愛
展
は

一
者
な
る
統

一
睡
の
自
己
分
裂
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、時

間
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
愛
化
を
容
認
し
つ
つ
停
統
を
温
存
す
る
も
の
と
な
り
、
空

閥
的
に
は
他
民
族
他
園
家
を
包
容
す
る
中
華
思
想
へ
展
開
す
る
も
の
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
萄
子
の
立
場
と
深
く
閥
わ
り
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文

の
考
察
の
要
と
も
言
え
る
位
置
に
存
在
す
る
の
が
老
子
の
思
想
で
あ
る
。
「
老

子
の
無
」
で
は
老
子
の
道
の
観
念
は
聖
人
王
者
の
紹
針
性
を
理
由
附
け
る
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
老
子
の
思
想
の
特
徴
の
一
つ
に
人
魚
否
定
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
人
聞
の
後
天
性
を
排
除
し
て
先
天
性
・
自
然
性
に
復
婦
し
道
に
一
致
す

る
こ
と
、
即
ち
天
・
道
に
劃
す
る
人
聞
の
自
主
性
・
自
立
性
の
否
定
を
意
味
し

た
。
こ
れ
に
刑
判
し
聖
人
王
者
は
道
を
知
り
操
縦
す
る
者
で
あ
り
、
聖
人
の
無
篤

は
、
民
が
自
ず
か
ら
化
し
聖
人
に
鶴
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
人
が
民
に
封
ず

る
紹
射
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
っ
た
。
老
子
が
理
想
と
し
た
の

は
、
被
支
配
者
が
本
来
的
に
何
ら
の
濁
自
性
・
特
権
を
有
さ
な
い
が
故
に
、
賓

態
に
お
い
て
は
支
配
を
受
け
な
が
ら
も
そ
れ
を
嘗
然
と
す
る
状
態
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
老
子
の
思
想
は
、
郡
豚
制
度
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
中
園
の
専

制
政
治
の
理
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
。

以
上
の
三
論
文
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
老
子
の
無
L

に
つ
い
て
は
、
近
年

の
史
料
朕
況
の
愛
化
も
あ
り
、
現
状
で
は
異
論
を
持
つ
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
著
者
の
老
子
・
萄
子
の
思
想
に
射
す
る
繕
造
的
分
析
は
、
強
固
な
一
貫

性
を
持
ち
、
現
在
で
も
思
想
内
容
の
分
析
に
お
け
る
出
笈
黙
の
一
つ
と
し
て
の

意
味
を
失
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

-173-

「
中
園
古
代
の
帝
王
思
想
|
特
に
韓
非
の
君
主
論
i
」
は
、
本
書
の
九

O
頁

近
く
を
占
め
る
大
作
で
あ
る
。
韓
非
は
、
君
臣
関
係
を
官
爵
を
介
し
た
計
数
資

質
の
関
係
と
考
え
た
。
臣
下
が
君
主
の
た
め
に
走
力
す
る
の
は
代
償
と
し
て
賞

H
H
脅
椋
を
得
る
た
め
で
あ
り
、
君
主
が
賞
を
奥
え
る
の
は
臣
下
の
業
績
に
劃
す

る
嘗
然
の
代
債
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
君
権
は
官
僚
機
構
を
、
通
じ
て
上
か
ら
下
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へ
貫
通
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
臣
下
相
互
が
私
的
に
こ
の
賀
買
を
行
う
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
君
主
と
庶
民
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
庶
民
は
一
個
の
園
陸
を
形

成
し
、
圏
鐙
員
自
ら
が
警
察
事
務
と
連
帯
責
任
を
負
う
こ
と
で
圏
鐙
が
全
鐙
と

し
て
君
主
の
支
配
の
封
象
と
な
っ
た
。
民
の
世
界
の
秩
序
は
、
奮
来
の
地
縁
・

血
縁
園
鐙
を
単
位
と
し
て
連
座
密
告
方
式
の
下
に
庶
民
の
自
治
に
委
ね
ら
れ

た
。
放
に
韓
非
の
構
想
し
た
図
家
盤
制
は
、
封
建
制
度
下
の
そ
れ
と
本
質
的
に

は
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
族
制
を
維
持
し
つ
つ
地
縁
・
血
縁
圏
慢
の
内
部

伯
な
親
和
性
・
園
結
性
を
破
壕
し
、
そ
れ
を
紹
射
的
に
再
編
成
し
た
も
の
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
君
臣
関
係
に
お
い
て
も
同
様
で
、
韓
非
は
、
孝

悌
・
宗
族
・
封
建
貴
族
等
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
君
主
に
隷
属

さ
せ
政
治
的
特
権
を
剥
脱
す
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
如
き
官
民
を
統
治
す
る
韓
非
の
手
段
は
法
と
術
に
代
表
さ
れ
る
。
法

と
は
君
主
の
命
令
・
成
文
法
で
あ
り
、
官
民
の
と
も
に
遵
守
す
べ
き
規
範
で
あ

っ
て
、
公
卒
無
私
の
適
用
が
要
請
さ
れ
る
。
法
の
裏
附
け
と
し
て
の
賞
罰
を
以

て
人
に
臨
む
こ
と
は
人
の
木
性
に
根
擦
を
持
ち
、
故
に
人
は
信
賞
必
罰
が
賀
行

さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
努
力
し
、
死
力
を
走
く
す
。
そ
の
結
果
、
利

害
の
樹
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
臣
下
は
君
主
の
た
め
に
議
カ
し
、
こ
こ
に
法
一

一
克
・
君
主
一
元
の
鐙
制
が
賓
現
す
る
。
ま
た
術
と
は
官
民
を
法
に
準
嬢
さ
せ
法

の
目
的
を
寅
現
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
参
伍
の
法
・
形
名
参
同
を
そ
の

賓
鐘
と
す
る
。
参
伍
の
法
を
行
い
形
名
参
同
を
求
め
る
こ
と
で
君
主
は
事
物
の

良
相
・
成
否
を
知
り
、
そ
れ
ら
の
結
果
に
射
す
る
信
賞
必
罰
の
賀
行
に
よ
り
君

主
は
作
鴛
す
る
こ
と
な
く
完
全
支
配
を
賓
現
し
、
他
か
ら
制
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
存
在
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
韓
非
は
、
君
主
・
官
吏
の
他
に
、
君
主
に

道
を
設
き
一
睦
と
な
っ
て
物
事
を
庭
理
し
、
時
に
は
君
主
の
身
代
わ
り
に
な
る

「
法
術
の
土
」
を
設
定
す
る
。
法
術
の
土
は
法
術
を
行
う
の
に
十
分
な
能
力

を
有
す
る
が
、
勢
を
飲
く
た
め
君
主
た
り
得
な
い
。
勢
は
、
勢
を
得
る
理
が
道

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
人
の
み
に
得
ら
れ
る
宿
命
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
韓

非
に
よ
れ
ば
、
君
主
は
自
身
の
精
神
・
徳
を
充
貧
し
虚
・
静
と
な
っ
て
道
に
服

従
す
る
こ
と
で
道
を
睦
得
し
、
ま
た
道
の
代
行
者
た
る
君
主
に
よ
っ
て
操
作
さ

れ
る
法
は
道
の
人
間
界
へ
の
表
れ
で
あ
り
、
術
は
道
の
働
き
を
人
間
界
に
賓
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
官
民
は
、
道
の
代
行
者
た
る
、
勢
の
保
有
者
と
し
て
の
君

主
に
、
高
物
が
道
に
射
す
る
が
如
く
劉
し
、
君
主
の
法
に
服
し
て
君
主
の
術
に

完
全
に
操
縦
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
韓
非
の
思
想
の
歴
史
的
位
置
に
つ
い
て
、
板
野
氏
は
王
道
と
覇

道
の
二
系
列
の
劉
立
に
よ
っ
て
古
代
思
想
の
流
れ
を
把
握
し
、
韓
非
を
君
権
強

化
を
基
調
と
す
る
覇
道
の
系
列
に
置
き
、
統
治
方
法
た
る
法
術
を
老
荘
等
の
理

論
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
そ
れ
を
始
皇
-
帝
の
前
に
俸
げ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
王

道
と
覇
道
の
聞
に
は
紹
劉
的
な
質
的
差
異
は
認
め
難
い
。
孔
子
・
孟
子
・
萄
子

ら
の
王
道
的
・
封
建
制
度
の
世
界
は
、
墨
子
・
老
子
・
延
子
ら
の
覇
道
的
・
郡

豚
制
度
の
世
界
に
徐
々
に
屋
倒
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
質
的
措
炭
化
で
は
な

く
、
宗
族
・
卿
大
夫
の
自
主
性
の
減
少
・
消
滅
と
い
う
量
的
な
襲
化
で
あ
る
。

覇
道
の
立
場
、
そ
し
て
そ
の
一
騎
結
た
る
韓
非
の
立
場
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら

れ
た
の
は
、
「
躍
的
世
界
の
紹
針
主
義
の
方
向
へ
の
再
編
成
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
祉
曾
上
政
治
上
の
幾
動
は
あ
っ
て
も
革
命
は
な
か
っ
た
」
。

以
上
、
板
野
氏
は
、
韓
非
に
お
い
て
君
主
と
そ
の
他
の
人
聞
と
の
関
係
が
道

と
寓
物
の
関
係
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
様
を
明
断
に
論
じ
た
。
ま
た
古
代
思
想

の
全
農
像
に
関
し
て
も
、
王
道
・
覇
道
の
二
系
統
へ
の
類
型
化
に
は
止
ま
ら
ず

そ
れ
ら
に
通
底
す
る
封
建
制
・
宗
族
制
閏
な
枠
組
み
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
春

秋
戟
園
の
動
乱
か
ら
秦
漢
統
一
帯
図
へ
の
歴
史
聞
過
程
は
、
中
園
史
上
最
大
の

社
曾
愛
動
を
伴
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
以
前
の
分
権
的
・
封
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建
的
健
制
が
解
鎧
・
崩
壊
し
、
中
央
集
権
的
・
専
制
的
陸
制
に
縛
換
を
途
げ
た

も
の
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
。
戟
圏
秦
漢
期
に
出
現
す
る
新
し
い
園
家
は
、

先
行
す
る
族
的
秩
序
か
ら
の
切
断
を
要
件
と
し
、
そ
れ
こ
そ
が
園
家
支
配
の
革

新
的
性
格
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は

板
野
氏
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
様
だ
が
、
し
か
し
氏
に
よ
れ
ば
少
な
く
と

も
思
想
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
そ
の
努
化
と
は
量
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
新
し

く
生
ま
れ
て
く
る
専
制
園
家
も
、
そ
の
根
底
に
は
奮
来
の
族
的
秩
序
の
枠
組
み

を
抱
え
こ
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
八

0
年
代
以
降
の
一
つ
の
研
究
傾
向
と
し

て
、
春
秋
・
戟
園
の
交
、
及
び
秦
脅
園
の
成
立
を
、
そ
れ
ぞ
れ
停
統
性
・
縫
績

性
の
面
か
ら
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
流
れ
が
あ
る
が
、
板
野
氏
の
立
場
は
そ
の

よ
う
な
研
究
動
向
に
引
き
附
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

「
司
馬
遜
の
経
済
思
想
」
で
は
、
王
道
・
閣
制
道
が
漢
代
に
お
い
て
交
わ
り
協

調
し
た
姿
が
捕
か
れ
る
。
司
馬
遷
の
経
済
思
想
の
根
本
的
態
度
は
、
管
利
活
動

と
道
徳
・
躍
と
の
雨
立
で
あ
る
。
司
馬
蓄
は
経
済
活
動
・
営
利
活
動
を
人
聞
に

備
わ
る
自
然
の
性
情
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
た
。
そ
し
て
経
済
活
動
に
制
割
腹
す

る
具
陸
的
方
法
と
し
て
、
軽
重
の
法
(
流
通
を
制
御
し
物
債
の
高
低
を
調
節
す

る
)
を
支
持
し
、
ま
た
そ
の
原
理
と
し
て
因
の
観
念
(
劉
象
物
の
自
然
に
因
る

こ
と
で
そ
の
封
象
を
完
全
に
支
配
す
る
〉
を
提
出
し
た
。
た
だ
し
管
仲
の
軽
重

の
法
が
制
御
面
を
重
脱
す
る
の
に
劃
し
て
、
司
馬
遜
は
民
の
経
済
・
晶
画
利
活
動

に
は
干
渉
し
な
い
立
場
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
『
盤
鍛
論
』
の
文

皐
と
大
夫
の
中
関
に
位
置
す
る
。
即
ち
、
大
夫
は
営
利
活
動
と
穫
を
関
連
さ
せ

ず
軽
重
の
制
御
面
を
重
視
し
、
文
皐
は
穫
を
守
る
こ
と
を
言
い
つ
つ
管
仲
を
非

難
し
た
が
、
司
馬
濯
は
そ
の
中
聞
の
位
置
で
、
営
利
活
動
と
躍
を
卒
行
す
る
も

の
と
し
、
民
の
営
利
活
動
に
封
し
放
任
的
な
立
場
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
躍
と
営

利
活
動
と
の
安
協
、
王
道
(
儒
家
〉
と
覇
道
(
法
家
〉
の
協
調
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
司
馬
濯
の
立
場
は
そ
の
史
観
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
司
馬
逗
は
人
閲

界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
天
命
に
連
な
る
も
の
と
考
え
、
経
済
の
動
き
も
自
然
の

道
の
姿
と
し
て
品
同
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
司
馬
濯
の
経
済
思
想
は
、

欲
望
や
営
利
活
動
を
天
命
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
、
民
間
経
済

活
動
の
自
由
は
君
主
が
そ
れ
を
歎
認
し
て
人
閲
の
性
情
に
従
う
所
に
成
り
立
つ

と
見
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
主
義
的
な
思
想
と
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る。
本
論
文
で
も
司
馬
濯
の
経
済
思
想
に
見
え
る
一
見
自
由
主
義
的
な
要
素
が
、

貸
は
君
主
権
力
の
枠
内
で
の
限
定
的
な
自
由
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
興
味
深
い
。
覇
道
の
系
譜
に
一
面
連
な
る
思
想
が
一
見
自
由
主
義
的
な
外

観
を
呈
す
る
と
い
う
議
論
は
、
近
年
の
出
土
史
料
等
の
分
析
の
際
に
も
示
唆
を

輿
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「戟
園
秦
漢
に
お
け
る
孝
の
二
重
性
L

は
、
「
孝
」

観
念
の
性
格
相
撲
化
か
ら

戟
園
秦
漢
期
の
祉
曾
獲
動
の
性
格
を
論
じ
た
力
篇
で
あ
る
。

最
初
に
孟
子
と
老
子
の
比
較
が
な
さ
れ
る
。
封
建
的
勢
力
の
代
務
者
た
る
孟

子
の
主
張
し
た
孝
悌
が
宗
族
を
支
え
る
徳
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
儒
家
、
特
に

孟
子
へ
の
批
削
列
者
と
し
て
現
れ
た
老
子
は
、
孟
子
的
な
孝
悌
を
否
認
し
、
家
父

長
制
を
支
え
る
徳
と
し
て
の
孝
慈
を
支
持
し
た
。
孟
子
が
家
の
背
後
に
族
を
想

定
し
周
の
封
建
制
度
に
立
脚
し
た
の
に
到
し
て
、
老
子
は
家
族
を
什
伺
に
組
織

す
る
郷
村
を
支
配
機
構
の
末
端
と
す
る
郡
豚
的
陸
制
を
支
持
、
家
父
長
制
に
立

脚
し
た
。
こ
こ
に
族
木
位

・
宗
族
内
長
者
へ
の
(
故
に
賀
父
に
針
し
て
妨
げ
ら

れ
た
〉
孝
で
あ
る
「
孝
悌
」
と
、

家
本
位

・
家
族
内
家
長
へ
の
孝
で
あ
る
「
孝

慈
」
と
の
劉
立
が
見
ら
れ
る
。
孟
子

・
老
子
に
績
く
時
代
、
こ
れ
ら
の
二
重
性

を
有
す
る
孝
は
様
々
な
形
で
改
出
挺
さ
れ
、
現
貨
に
針
路
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
ま

ず
、
『
孝
経
』
の
孝
は
、
封
建
勢
力

・
宗
族
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
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君
主
の

一
元
的
支
配
を
可
能
と
す
る
よ
う
改
蹴
挺
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ

る
孝
は
天
子

・
諸
侯
・
卿
大
夫
・
土

・
庶
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
地
位
身
分
を

保
つ
こ
と
を
意
味
し
、
地
位
身
分
は
先
王
・
天
子
の
制
定
し
た
も
の
だ
か
ら
、

孝
の
寅
践
は
結
局
君
主
の
定
め
た
地
位
を
守
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
孝
が
充
質

す
る
ほ
ど
、
人
々
は
分
を
よ
く
守
り
、
よ
り
良
く
君
主
の
一
元
的
支
配
を
可
能

な
ら
し
め
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
父
の
権
威
は
相
針
化
さ
れ
、
孝
は
観
念
化
・

抽
象
化
さ
れ
本
来
賓
脱
さ
れ
る
べ
き
場
所
を
越
え
て
適
用
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の

よ
う
な
論
理
に
よ
り
、
天
性
と
し
て
の
孝
に
よ
っ
て
政
治
を
行
う
こ
と
こ
そ
容

易
な
支
配
の
成
就
へ
の
道
と
さ
れ
、
人
道
と
し
て
の
孝
と
天
道
の

一
種
化
が
成

し
途
げ
ら
れ
た
。
ま
た

『
韓
非
子
』
忠
孝
篇
に
は
、
君
と
父
即
ち
忠
と
孝
を
針

立
・
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
、
忠
の
下
に
孝
、

君
の
下
に
父
を
位
置
附
け
、
法

に
か
な
っ
た
道
徳
性
を
肯
定
す
る
思
想
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
と

な
る
の
は
、
忠
孝
篇
の
言
う
父
が
宗
族
の
長
で
は
な
く
家
父
長
だ
っ

た
か
ら
と

思
わ
れ
る
。
職
園
末
J
秦
漢
に
か
け
て
封
建
制
度
と
そ
の
基
盤
を
な
す
宗
族
的

秩
序
が
弛
緩
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
君
権
一
元
化
に
削
臨
服
す
る
様
々
な
思
想
の
展

開
が
見
ら
れ
る
が
、
忠
孝
篇
は
そ
の
中
で
も
家
父
長
制
に
お
け
る
孝
の
意
義

・

役
割
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
見
え
る
孝
は
、
君
主
の
一
元
的
支
配

と
樹
立
し
な
い
、
老
子
の
孝
慈
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
が
生
み
出
さ
れ
る
中
、
封
建
制
度
を
克
服
し
郡
豚
制
度
に
立

っ
て
成
立
し
た
淡
帯
闘
で
は
、
孝
の
役
割
を
政
治
の
場
か
ら
排
除
で
き
ず
、
宗

族
を
打
破
し
き
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
漢
の
君
主
・
官
庶

・
庶
民
は
、

家

父
長
制
に
立
ち
な
が
ら
未
だ
族
の
弊
害
を
除
去
し
得
ず
、
宗
族
遺
制
は
そ
れ
ら

の
周
遊
に
固
定
化
し
、
そ
の
中
で
豪
族
が
鐙
頭
、
武
-
帝
頃
か
ら
は
豪
族
を
基
盤

と
す
る
官
僚
が
増
大
し
、
法
一
元
の
支
配
も
儒
家
的
な
孝
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る

こ
と
が
増
え
て
い
っ
た
。
元

・
成
一
帝
期
に
は
儒
家
的
官
僚
が
君
主
を
し
て
躍
を

履
行
せ
し
め
る
こ
と
が
始
ま
り
、
や
が
て
君
主
を
含
め
た
祉
舎
全
鐙
が
服
す
る

も
の
と
し
て
の
儒
数
の
成
立
に
到
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
は
、
宗
族
本
位
の
孝

が
、
家
父
長
制
本
位
の
孝
と
の
摩
擦
を
経
て
君
主
一
元
の
支
配
を
可
能
と
す
る

孝
へ
と
改
出
炭
さ
れ
、
結
果
と
し
て
『
孝
経
』
的
孝
を
基
本
と
す
る
教
義
が
君
主

を
含
め
た
全
人
閲
界
の
数
義
と
な
る
に
至
っ
た
過
程
と
把
握
さ
れ
る
。

以
上
、
本
論
文
は
二
つ
の
異
質
な
孝
観
念
相
互
の
摩
擦

・
影
響
を
通
じ
て
漢

帯
園
の
支
配
原
理
、
ま
た
園
家
宗
教
と
し
て
の
儒
教
の
成
立
ま
で
を
展
望
し
た

雄
篇
で
あ
り
、
板
野
氏
の
先
の
二
著
に
も
直
接
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
中
園

古
代
の
一
帝
王
思
想
」
で
基
本
的
な
輪
郭
が
示
さ
れ
、
「
司
馬
濯
の
経
済
思
想
」

で
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
を
提
示
さ
れ
た
、
王
道

・
覇
道
の
二
系
統
に
よ
る
中

園
古
代
思
想
史
把
握
は
、
こ
の
「
戟
園
秦
漢
に
お
け
る
孝
の
二
重
性
」
で
政
治

的
過
程
と
の
関
連
を
含
め
た
明
確
な
筋
道
を
輿
え
ら
れ
、
大
著
『
中
園
古
代
に

お
け
る
人
開
翻
の
展
開
』
へ
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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四

本
書
の
中
間
部
に
牧
め
ら
れ
た
三
篇
は
一
九
八

0
年
代
の
作
品
で
あ
り
、
本

書
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
板
野
氏
の
古
代
思
想
研
究
の
到
達
黙
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

「
秦
誓
の
作
成
」
で
は
、
東
周
期
に
お
け
る
秦
権
力
正
営
化
工
作
の
存
在
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
秦
誓
」
と
『
左
惇
』
信
公
一一一一一一年僚
の
穆
公
の
告
議
、

『
史
記
』
秦
本
紀
穆
公
一
一
一
一
一
一
年
・
三
六
年
僚
は
、
共
通
の
題
材
を
扱
い
な
が
ら

相
互
に
食
這
い
が
見
ら
れ
る
。
「
秦
誓
」
と
『
左
停
』
で
は
告
識
の
時
と
動
機

は
一
致
し
て
い
る
が
内
容
が
異
な
り
、
『
左
侍
』
は

「
秦
誓
」
あ
る
い
は
そ
の

原
木
と
み
ら
れ
る
穆
公
の
誓
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
針
し

『
史
記
』
は
、

全
陸
と
し
て
は
『
左
停
』
に
取
材
し
な
が
ら
穆
公
の
誓
を
も
員
賓
と
み
て
採
用
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し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
左
俸
』
作
者
が
、
王
者
の
言
辞
と
し
て
の
形
式
・
内
容

を
持
つ
穆
公
の
誓
を
秦
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
考
え
た
の
に
射
し
、
『
史

記
』
の
頃
に
は
「
秦
誓
」
が
既
に
『
向
書
』
に
定
着
し
て
お
り
、
こ
れ
に
劃
し

て
批
判
的
に
は
な
り
難
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
王
者
の
言
た
る

『
向

書
』
に
秦
の
穆
公
の
誓
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
秦

の
権
力
者
を
王
た
ら
し
め
ん
と
す
る
工
作
が
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
秦
誓
は
作
震

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
そ
れ
は
秦
権
力
正
賞
化
工
作
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
秦
権
力
正
嘗
化
工
作
は
既
に
護
公
期
に
は
存
在
が
知
ら
れ
、
盤
公

頃
に
は
周
の
史
官
系
統
の
者
(
『
品
同
室田
』
の
作
成
に
お
い
て
指
導
的
役
割
に
あ

っ
た
〉
の
直
接
関
援
の
指
導
に
よ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
献
公
期
に
は
周
の
太
史

俗
が
献
公
に
識
言
を
俸
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
孝
公
・
悪
文
王
が
王
と
な
る
こ

と
が
預
言
さ
れ
て
い
る
が
、
秦
誓
は
お
そ
ら
く
献
公
に
よ
り
、
秦
権
力
正
嘗
化

工
作
の
一
環
と
し
て
識
言
の
降
る
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
穆
公
が
王
者
た
り
得
る
者
で
あ
る
こ
と
が
讃
明
さ
れ
、
4

非公
は
秦

誓
と
そ
れ
に
藤
じ
て
降
さ
れ
た
識
言
と
に
よ
り
、
穆
公
の
業
を
次
ぎ
覇
道

・
強

園
の
術
を
途
行
ず
れ
ば
覇
・
王
と
な
り
得
る
と
の
確
信
を
抱
く
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

「管
仲
の
参
園
伍
部
の
制
を
論
じ
て
喬
数
の
豚
の
制
に
及
ぶ
」
は
、
覇
道
の

系
譜
を
管
仲
と
喬
秩
を
中
心
に
追
う
。
管
仲
の
参
園
伍
部
の
制
は
、
五
家
よ
り

な
る
宗
族
の
最
小
皐
位
を
祉
舎
構
成
の
基
本
と
見
て
そ
れ
を
軌
と
し
、
そ
の
上

に
宗
族
集
図
と
し
て
の
郷
村
共
同
陸
を
置
き
、

宗
族
を
母
慢
と
す
る
封
建
勢
力

の
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
そ
の
制
度
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
目
論
む
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
軌
・
里
・
連

・
郷
等
の
長
は
、
族
長
の
擬
制
で
あ
る
と
同
時
に

官
僚
的
性
格
を
有
し
、
参
園
伍
都
の
制
は
郷
村
共
同
盟
を
官
に
よ
っ
て
支
配
す

る
機
構
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
商
教
の
豚
制
に
お
い
て
は
士
庶
の
別
・
四
民
別

居
の
原
則
が
解
消
さ
れ
、
民
は
力
役
奉
仕
の
民
に
一
元
化
さ
れ
た
。
ま
た
官
吏

の
支
配
力
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
上
で
法
に
よ
る
信
賞
必
罰
を
以
て
君
主
の
強
制

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
参
図
伍
都
の
制
を
君
主
の
一
元
的
支
配

の
方
向
に
よ
り
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
宗
族
制
祉
曾

に
立
ち
軌
U
伍
を
基
礎
と
し
、
周
封
建
制
の
枠
内
に
止
ま
っ
て
そ
れ
を
内
部
的

に
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
愛
法
は
婆
公
以
来
の
秦
権
力
正
賞

化
工
作
の
一
段
階
を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

「
一
商
咲
の
媛
法
を
綴
る
老
子
と
孟
子
」
は
、
前
章
の
績
篇
と
も
言
う
べ
き
も

の
で
、
商
鞍
織
民
法
以
後
の
思
想
界
の
動
き
を
復
元
す
る
。

獲
法
の
成
功
を
周
の

史
官
は
嘗
初
承
認
し
て
お
り
、
秦
が
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
王
に
進
む
こ
と
を
期
待

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
秦
の
富
国
強
兵
政
策
は
改
ま
ら
ず
、
商
戦
車
裂
以
後
も

基
本
的
政
策
は
縫
承
さ
れ
た
。
ま
た
孟
子
は
爾
執
を
車
裂
し
た
秦
の
宗
室

・
貴

戚
等
の
勢
力
を
圏
外
か
ら
支
持
、

協民法
を
理
解

・
支
持
し
た
史
官
を
も
排
撃
し

た
。
こ
こ
に
至
り
史
官
の
側
か
ら
一商
秩
陣
営
・
孟
子
ら
に
警
告
を
愛
す
る
者
が

現
れ
た
が
、
こ
の
史
官
の
警
告
及
び
こ
れ
を
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
た
論
争
の

過
程
で
史
官
の
側
が
行
っ
た
際
酬
・

解
説
の
類
に
よ
っ
て
『
老
子
』
は
構
成
さ

れ
て
お
り
、
老
子
と
は
こ
の
史
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
老
子
は
人
道
と

し
て
の
王
道
・
覇
道
を
排
し
て
天
道
・
一
帝
這
に
蹄
れ
と
主
張
し
た
が
、
こ
の
警

告
に
封
し
て
一
商
一
敬
陣
晶
画
で
は
、
出
現
法
こ
そ
天
道
・
丑
一
情
道
の
賓
現
の
方
法
で
あ
る

と
劉
態
、
同
提
法
を
天
道
に
よ
り
理
論
附
け
る
者
が
現
れ
、
そ
れ
ら
は
韓
非
に
代

表
さ
れ
る
法
家
の
理
論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
孟
子
は
、
天
道
に
人

道
を
従
属
さ
せ
る
方
向
を
採
り
、
人
道
を
披
充
し
て
天
道
に
到
達
す
べ
し
と
し

て
、
人
聞
の
自
主
性
を
天
の
中
に
解
消
す
る
立
場
か
ら
王
道
を
鐙
系
化
、
道
統

を
構
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
『
老
子
』
の
原
作
者
た
る
史
官

の
設
は
、
以
後
の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
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以
上
、
八

0
年
代
に
夜
表
さ
れ
た
三
論
文
に
お
い
て
は
、
秦
権
力
正
嘗
化
工

作
が
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
、
諸
子
の
思
想
に
関
す
る
分
析
の
力
黙
も
、
政

治
過
程
と
の
関
係
に
よ
り
強
く
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
秦
を

正
山
[
晶
化
す
る
た
め
の
「
工
作
」
が
存
在
し
た
こ
と
自
笹
は
、
戟
圏
政
治
史
・
思

想
史
の
構
築
に
あ
た
り
重
要
な
論
黙
と
し
て
成
立
し
得
る
だ
ろ
う
。
一
商
鞍
繁
法

あ
る
い
は
そ
れ
を
含
む
秦
の
政
治
方
針
が
必
ず
し
も
宗
族
制
吐
曾
を
破
壊
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
黙
も
興
味
深
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
、
「
あ
と

が
き
」
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
板
野
氏
は
殿
周
交
替
期
以
来
の
思
想

史
を
強
く
意
識
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
(
例
え
ば
一
一
一
九
J
一一一一一一一頁、

一
四
一

J
一
四
四
頁
)
。
お
そ
ら
く
氏
は
、
段
周
交
替
期
こ
そ
中
園
思
想
の
員

の
成
立
期
と
す
る
構
想
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
ー
そ
の
構
想
自
陸
は

『
中
園
古
代
に
お
け
る
人
閲
観
の
展
開
』
で
も
萌
芽
的
に
見
出
さ
れ
る
|
と
評

者
は
推
測
し
て
い
る
が
、
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
通
史
的
な
著
作

が
稜
表
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

た
だ
、
こ
の
時
期
の
板
野
氏
の
論
文
に
は
評
者
に
は
十
分
に
納
得
で
き
な
い

と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
例
え
ば
氏
は
、
一
商
君
が
四
度
孝
公
に
謁
見
し
そ
の
度
に

帯
道

・
王
道
・
覇
道

・
強
園
の
術
を
説
い
た
と
い
う
設
話
を
、
周
の
太
史
像
が

献
公
に
停
え
た
識
言
を
前
提
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
ら
の
史
貫
性
を
ほ
ぼ
全
面

的
に
承
認
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
君
入
秦
設
話
は
全
て
を
史
賓
と
見

る
よ
り
は
何
ら
か
の
繁
形
・
脚
色
を
含
む
と
考
え
る
ほ
う
が
受
賞
だ
ろ
う
し
、

太
史
俗
の
識
言
に
し
て
も
そ
の
史
料
的
性
格
に
は
問
題
か
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た

諸
事
象
の
背
後
に
周
の
史
官
の
存
在
を
見
る
の
も
、
根
援
が
十
分
で
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。

「商
秩
の
繁
法
を
鋳
る
老
子
と
孟
子
」
で
の
、
老
子
の
言
を

商
君
・
孟
子
陣
営
へ
の
反
撃
と
す
る
見
方
や
、
一
商
一
君
主
国

・
孟
子
の
言
葉
を
そ
れ

へ
の
針
態
と
し
て
讃
み
解
い
て
ゆ
く
手
法
も
、
現
在
に
停
わ
る
先
秦
文
献
が
そ

の
ご
く
一
部
で
し
か
な
い
こ
と
、
ま
た
近
年
綴
々
と
未
知
の
史
料
が
設
見
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
い
さ
さ
か
深
讃
み
し
す
ぎ
と
い
う
印
象
を
拭
え

な
い
の
で
あ
る
。
戦
闘
諸
子
の
設
は
、
確
か
に
個
別
事
象
へ
の
針
態
か
ら
生
ま

れ
て
く
る
面
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
れ
ら
は
一
種
の
理
想

的
世
界

・
園
家
像
を
描
い
た
極
め
て
観
念
的
な
構
築
物
と
い
う
面
を
持
つ
の
で

あ
り
、
必
ず
し
も
現
賓
の
政
治
過
程
や
論
争
過
程
に
全
て
を
あ
て
は
め
て
理
解

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
-
評
者
は
考
え
る
。

五

西
周
初
期
に
確
立
し
た
封
建
制
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
王
道
・
覇
道

の
系
譜
。
封
建
制
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
現
れ
る
郡
豚
制
と
家
父
長
制
。
そ
し

て
そ
れ
ら
を
根
底
に
お
い
て
規
定
し
、
統

一
園
家
成
立
後
も
完
全
に
は
排
拭
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
宗
族
制

・
族
的
秩
序
。
こ
れ
ら
の
基
本
的
枠
組
を
駆
使
し
て

展
開
さ
れ
る
板
野
氏
の
思
想
史
は
、
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
と
大
き
な
ス
ケ
ー
ル

を
持
つ
、
皐
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
の
き
わ
め
て
多
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
本
書
牧
録
の
諸
論
文
は
、
新
し
い
も
の
で
も
十
五
年
以
上
、
古
い

も
の
は
牢
世
紀
以
上
前
に
褒
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
研
究
吠
況
か
ら

す
れ
ば
、
個
別
論
文
の
賃
設
的
論
貼
に
批
列
・
再
検
討
さ
れ
る
ベ
き
論
黙
が
散

見
す
る
の
は
蛍
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
板
野
氏
の
凄
味
は
、
テ
キ
ス
ト
を
構
造
的

に
強
固
な
一
貫
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
提
示
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
簡
潔
に
系
譜

的
に
整
理
し
て
政
治
・
祉
品
目
的
過
程
に
針
路
さ
せ
る
、
そ
の
力
業
と
全
鐙
的
な

構
想
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
本
書
枚
録
の
諸
論
文
で
そ
の
分
析
の
切

れ
味
を
存
分
に
味
わ
い
、
皐
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
現
段
階
で
は
、
氏
の
展
望
一
に
従
う
に
は
若
干
の
留
保
が
必
要
で
あ
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る。
氏
の
論
は
、
漢
の
君
主
・
官
僚
・
庶
民
が
「
家
父
長
制
に
立
」
つ
こ
と
、
嘗

時
の
思
想
史
が
宗
族
的
秩
序
に
立
つ
も
の
と
家
父
長
制
的
秩
序
に
立
つ
も
の
と

の
劉
抗
・
影
響
関
係
に
よ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
、
等
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
宗
族
制
」
「
家
父
長
制
」
の
具
程

的
な
在
り
方
や
、
中
関
古
代
史
を
論
じ
る
際
の
そ
れ
ら
の
概
念
の
有
数
性
自
睦

が
現
在
で
は
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
見
え
る
封
建
制
・
家
父
長

制
・

宗
族
制
等
の
語
は
、
評
者
に
は
い
さ
さ
か
園
式
的
に
使
用
さ
れ
す
ぎ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
現
在
で
も
十

分
に
は
議
論
の
進
展
し
て
い
な
い
未
解
決
の
問
題
で
あ
り
、
特
に
春
秋
以
前
の

よ
り
血
縁
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
祉
舎
の
具
佳
像
に
つ
い
て
は
、
未
だ
研
究
者

閲
に
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
概
念
装
置
を
鍛
え
直
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
後
進
に
残
さ
れ

た
課
題
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

西
嶋
定
生
氏
の
居
間
制
的
秩
序
の
モ
デ
ル
に
典
型
的
に
一
ホ
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
秦
漢
帯
園
論
の
論
争
史
は
、
支
配
の
論
理
に
基
づ
く
(
あ
る
い

は
園
家
の
論
理
と
赦
舎
の
論
理
の
相
互
関
係
に
基
~
つ
く
)
理
念
的
モ
デ
ル
の
構

築
史
と
い
う
一
面
を
持
つ
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
お
け
る
皐

読
史
は
思
想
史
研
究
の
成
果
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
思
想
・
観
念
の

歴
史
に
関
す
る
諸
研
究
を
歴
史
像
の
レ
ベ
ル
で
皐
読
史
的
に
整
理
す
る
試
み
も

未
だ
十
分
と
は
思
わ
れ
な
い
。
中
園
古
代
史
を
、
人
聞
の
頭
の
中
で
展
開
さ
れ

る
、
観
念
・
世
界
観
の
レ
ベ
ル
を
包
含
し
て
再
構
成
す
る
と
い
う
課
題
は
、
そ

の
現
状
把
鐘
の
面
も
含
め
て
全
く
未
完
成
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
課
題
の
前
で
お
そ
ら
く
鍵
と
な
る
研
究
の

一
つ
が
、
本
書
を
は

じ
め
と
す
る
板
野
氏
の
一
連
の
著
作
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
古
代
中
関

園
家
の
統
治
理
念
な
ど
の
問
題
を
再
考
す
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
輿
え
る
は

ず
で
あ
る
。
歴
史
皐
の
中
に
板
野
長
八
氏
の
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
位
置
附
け
ど

う
乗
り
越
え
て
ゆ
く
か
、
こ
れ
ら
も
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

註〈

1
)
木
村
英
一
『
法
家
思
想
の
研
究
』
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弘
文
堂
、
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九
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)
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仮
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潤
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多
い
も
の
」
の
中
に

翠
げ
る
。

(
2
〉
西
嶋
定
生
『
中
園
古
代
帯
園
の
形
成
と
構
造
|
二
十
等
爵
制
の
研

究
|
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六
一
〉
。
な
お
評
者
は
、
か
つ
て

こ
れ
ら
の
皐
読
史
に
つ
い
て
不
十
分
な
が
ら
若
干
の
整
理
を
試
み
た
こ

と
が
あ
る
。
柴
田
昇
「
戟
園
史
研
究
の
観
角
|
諸
子
百
家
と
戟
園
時
代

の
「
園
」
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
『
名
古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
一

八
、
一
九
九
四
)
。
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