
書

評

中
島
隆
博
著

『残
響
の
中
国
哲
学
-

言
語
と
政
治
』

鈴

木

達

明

京都
大
学

言
語
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
｡

本
書
の
序
は
こ
の
言
葉
か
ら
始
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
ま
た
本
書
の

も
と
に
な
っ
た
論
文
の
中
で
､
最
も
早
-
に
執
筆
さ
れ
た

｢
『
萄

子
』
に
お
け
る

《
正
し
い
言
語
の
暴
力
と
そ
の
ほ
こ
ろ
び
》
｣
(
『中

開
哲
学
研
究
』
創
刊
渡
､
1
九
九
〇
年
)
を
始
め
る
言
葉
で
も
あ
っ
た
｡

ど
ち
ら
に
お
い
て
も
'
著
者
の
中
島
隆
博
氏
は
'
直
後
に
こ
の
命
題

が
抱
え
る
危
う
さ

へ
の
不
安
を
吐
露
す
る
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
､

｢言
語
こ
そ
が
思
考
を
可
能
に
す
る
根
嫁
で
あ
る
の
に
'
そ
れ
を
思

考
し
ょ
う
と
い
う
か
ら
｣
(
一
頁
)
で
あ
-
'
｢言
語
に
野
し
て
も
､

書

評

そ
し
て
思
考
に
封
し
て
も
'
言
語
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
は
､
そ

の
や
-
方
次
第

で
は
決
定
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
輿
え
か
ね
な

い
｣

(同
)
か
ら
で
あ
る
｡

そ
れ
で
も
な
お
､
中
島
氏
が

｢賢
明
な
る
沈
欺
｣
を
選
ば
ず
に
言

語
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
-
の
は
'
根
源
的
な
暴
力
と
し
て
の
言
語

は
､
政
治
に
よ
っ
て
常
に
利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
'

そ
の
政
治
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
修
件
で
も
あ
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
｡
本
書
の
問
題
提
起
は
'
そ
も
そ
も
は
中
囲
哲
学
の
脱
構
築
の

た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
わ
れ
わ
れ
の
文
学
研
究
も
ま
た

｢言
語
に
つ
い
て
思
考
す
る
｣
学
問
で
あ
る
以
上
'
同
様
に
'
あ
る

い
は
よ
-
深
刻
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
次
に
示
す
目
次
を
見
て
頂

け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
､
第
Ⅱ
部
を
は
じ
め
と
し
て
'
本
書
の
取
-

上
げ
る
テ
ク
ス
ー
に
'
従
来
中
囲
文
学
の
分
野
に
お
い
て
主
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
｡

は

じ

め

に

凡
例
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序

文
字
の
誕
生
-

夜
笑
-
鬼

Ⅰ

言
語
と
支
配

第

1
章

正
し
い
言
語
の
暴
力
-

『萄
子
』

第

2
章

ど
う
す
れ
ば
言
語
を
抹
消
で
き
る
の
か

-

言
蓋
意
/
言
不
蓋
意
論

第

3
章

オ
ラ
リ
テ
の
次
元
-

『荘
子
』

第

4
章

言
語
の
政
治
的
支
配
は
可
能
か

1

儒
家

･
墨
家

･
道
家

･
法
家

Ⅱ

起
源
と
博
達

第

5
章

文
学
言
語
と
し
て
の
隠
瞭
1

劉
親

『文
心
離
龍
』

第

6
章

他
者

へ
の
透
明
な
倍
達
-

朱
子
学

第

7
章

古
文
､
白
話
そ
し
て
歴
史
1

胡
適

Ⅲ

他
者
の
聾

第

8
章

公
共
空
間
と
語
る
こ
と
-

ハ
ン
ナ
･
ア
-
レ
ン
-

第

9
章

誰
が
他
者
な
の
か
-

エ
マ
ニ
ユ
エ
ル
･
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

第
10
章

速
朽
と
老
い
-

魯
迅

註あ

と

が

き

参

考

文

献

人
名
索
引
/
事
項
索
引

決
し
て
大
部
と
は
言
え
ぬ
本
書
が
こ
れ
だ
け
の
範
囲
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
'
あ
る
い
は
各
部
分
の
統

l
性
や
密
度
に

不
安
を
い
だ
か
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
だ
が
､
二
十
年

近
-
の
時
間
を
隔
て
て
'
な
お
同

一
の
言
葉
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
示
す
よ
う
に
'
中
島
氏
の
問
題
意
識
は
'
ぶ
れ
な
-
本
書
を

貫
い
て
い
る
｡
そ
れ
は
透
明
な
博
達
の
空
間
を
求
め
る
政
治
が
い
か

に
言
語
を
利
用
し
て
き
た
か
､
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど

｢他

者
｣
が
排
除
さ
れ
て
き
た
か
を
暴
き
出
し
'
そ
れ
を
回
避
す
る
可
能

性
を
探
る
こ
と
で
あ
る
｡

各
章
の
梗
概
は

｢
は
じ
め
に
｣
で
著
者
自
身
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
｡
こ
の
書
評
で
は
評
者
の
専
門
と
関
わ
る
先
秦
諸
子
及
び

古
代
の
文
学
研
究
を
論
じ
た
部
分
に
重
鮎
を
置
い
て
'
著
者
の
議
論

を
追
い
な
が
ら
'
と
も
に
思
考
し
て
い
き
た
い
｡
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第

Ⅰ
部
で
は
先
秦
諸
子
か
ら
六
朝
期
ま
で
の
言
語
哲
学
を
論
じ
る
｡

第
1
章
で
は

『萄
子
』
の
正
名
論
を
取
-
上
げ
て
い
る
｡
『萄
子
』

は
言
語
の
原
理
と
し
て

｢記
鋸
の
窓
意
性
｣
を
指
摘
し
た
.
こ
の
原

理
に
よ
る
な
ら
ば
､
｢名
｣
は
常
に
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な

る
は
ず
で
あ
っ
た
が
'
『苛
子
』
は
そ
の
再
構
成

(｢別
名
｣)
の
権
利

を

｢後
王
｣
と
い
う
特
定
の
主
催
に
特
権
的
に
掃
す
こ
と
に
よ
っ
て
､

言
語
の
支
配
を
囲
っ
た
｡
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
言
語
の
機
能
は

｢径

易
而
不
排
｣
(ス
ム
ー
ス
で
わ
か
-
や
す
-
で
た
ら
め
で
な
い
‥
以
下
'
詩

語
は
原
則
と
し
て
中
島
氏
の
講
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
)
と
さ
れ
る
が
'
中

島
氏
は
'
こ
れ
は
後
王
の

｢意
｣
が
ス
ム
ー
ス
に
か
つ
間
違
い
な
-

俸
達
さ
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
-
'
最
終
的
に
は
言
語
の
抹
消
に
ま

で
行
き
着
-
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
『萄
子
』
が
最
終
的
に
言
語
白
魔
を
捨
て
去
る
べ

き
と
し
て
い
る
こ
と
は
､
言
語
に
存
す
る
俸
達
失
敗
の
可
能
性
が
強

く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
私
が
中
島
氏
を
超
え
て

問
い
か
け
た
い
の
は
'
そ
の
よ
う
な
透
明
な
俸
蓮
空
間
に
封
す
る
言

語
の
根
本
的
な
矛
盾
を
知
-
な
が
ら
､
な
ぜ

『萄
子
』
は
別
の
方
法

(例
え
ば
沈
款
や

｢自
然
化
｣
に
よ
る
早
急
な
言
語
の
抹
消
)
を
選
ば
な

書

評

か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡

そ
れ
は
ま
た
'
『萄
子
』
自
身
の
言
葉
の
中
に
存
在
す
る
､
あ
ま

-
に
も

｢径
易
而
不
排
｣
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
表
現
を
い

か
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
に
も
繋
が
る
｡
『漢
書
』
聾
文
志
は
萄

子
を
賦
家
の
1
つ
の
源
流
と
し
て
お
り
'
賓
際
に

『萄
子
』
賦
篇
に

は
五
篇
の
朕
が
残
っ
て
い
る
｡
だ
が
こ
れ
ら
の
膿
は
'
梁
啓
雄

『萄

子
簡
樺
』
や
竹
治
貞
夫

『楚
鮮
研
究
』
(風
間
書
房
'
一
九
七
八
年
)

六
六
七
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
謎
を
も
っ
て
相
手
を
楓
瞭
す
る

｢隠
｣
と
い
う
文
膿
に
似
た
形
式
で
あ
-
'
正
名
篇
で

『萄
子
』
が

目
指
す
言
葉
と
は
ほ
と
ん
ど
正
反
封
と
言
え
る
作
品
で
あ
る
｡
こ
れ

を
テ
ク
ス
ト
の
乗
源
の
複
数
性
や
自
己
撞
着
に
掃
す
る
の
は
簡
単
だ

が
､
そ
の
前
に
そ
こ
に
何
ら
か
の
整
合
性
や
必
然
性
が
存
在
し
た
こ

と
を
前
提
と
し
て
考
え
て
い
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡

第
2
章
で
は
六
朝
期
の
欧
陽
建

･
萄
粂

･
王
弼
の
言
語
論
に
つ
い

て
､
言
蓋
意
論
と
言
不
蓋
意
論
と
し
て
封
立
的
に
扱
っ
て
き
た
従
来

の
研
究
を
批
判
的
に
槍
謹
す
る
｡
中
で
も
著
者
が
力
を
入
れ
て
論
じ

る
の
は
'
言
不
蓋
意
論
者
と
さ
れ
て
き
た
王
弼
が
説
い
た

｢忘
却
さ

れ
た
言
語
｣
は
'
言
語
の
他
性
が
は
た
ら
-
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
禁
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止

(忘
却
)
す
る
こ
と
で
透
明
な
俸
達
を
可
能
に
L
t
更
に
最
終
的

に
は
言
語
を
抹
消
し
ょ
う
す
る
鮎
に
お
い
て
､
言
蓋
意
論
と
さ
れ
て

き
た

『萄
子
』
の

｢正
名
｣
と
同
じ
政
治
的
締
結
に
至
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

第

3
章
で
は
､
そ
の
王
弼
が

｢言
語
の
忘
却
｣
に
お
い
て
参
照
し

た

『荘
子
』
を
取
-
上
げ
'
王
弼
が
引
き
出
し
た
も
の
と
は
異
な
る

可
能
性
を
探
る
｡
『荘
子
』
で
も
'
書
き
言
葉
を
話
し
言
葉
に
劣
る

も
の
と
す
る
考
え
な
ど
に
お
い
て
､
や
は
-
言
語
の
他
性
に
封
す
る

恐
れ
を
謹
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
ま
た
王
弼
が
利
用
し
た

笠
蹄
の
故
事
に
別
の
解
樺
を
興
え
'
そ
れ
を
足
が
か
-
と
す
る
こ
と

で
浮
か
び
上
が
る

『荘
子
』
に
お
け
る
言
語
へ
の
根
源
的
な
信
頼
'

奔
物
論
篇
に
見
ら
れ
る

｢原
-

話
し
言
葉
｣
と
い
う
べ
き
聾

(オ

ラ
リ
テ
)
の
探
求
に
'
中
島
氏
は

｢中
囲
哲
学
を
反
韓
さ
せ
て
い
-

一
筋
の
チ
ャ
ン
ス
｣
(五
一
頁
)
を
見
出
そ
う
と
す
る
｡

こ
こ
で
中
島
氏
が
'

1
般
的
に
は
梱
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
『

荘

子
』
の
言
語
に
封
す
る
根
源
的
な
信
頼
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
重
要

で
あ
-
､
氏
が
見
出
す

『荘
子
』
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
､
私
も
強

-
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
問
題
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
'
中
島
氏
が
そ
れ
を
あ

ま
-
に
も

｢速
-
｣
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡

『荘
子
』
の
テ
ク
ス
-
の
多
層
性
に
つ
い
て
は
虹
に
多
-
の
研
究
が

あ
る
が
､
言
語
哲
学
に
お
け
る
各
層
の
差
異
は
特
に
無
税
で
き
な
い
｡

例
え
ば
'
本
章
で
書
き
言
葉
へ
の
恐
れ
と
し
て
奉
げ
ら
れ
て
い
る
例

は
'
い
ず
れ
も
天
道
篇

･
天
運
篇
と
い
う

『荘
子
』
の
古
層
か
ら
最

も
距
離
の
あ
る
部
分
に
層
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
他
の
部
分
で
は
話

し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
が
序
列
化
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

言
語
の
抹
消
へ
の
欲
望
は
'
言
語
否
定
の
強
度
と
も
強
-
関
連
し
て
'

様
々
な
形
で

『荘
子
』
の
各
盾
に
現
れ
て
い
る
｡
ま
た
言
語
へ
の
根

源
的
な
信
頼
に
つ
い
て
も
'
笠
蹄
の
故
事
の
謹
み
替
え
よ
-
は
'
む

し
ろ
寓
言
篇
や
天
下
篇
の

『荘
子
』
評
債
や
､
猫
特
の
修
辞
技
法

･

①

文
膿
に
求
め
て
い
-
べ
き
で
あ
ろ
う

｡

言
語
へ
の
不
信
と
信
頼
の
間

で
揺
れ
動
-

『荘
子
』
の
姿
を
と
ら
え
る
に
は
､
よ
-
多
角
的
な
覗

鮎
と
､
時
間
が
必
要
で
あ
る
｡

第
4
章
で
は
1

･
G
･
A
･
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
議
論
に
沿
い
な
が
ら
'

儒
家
､
墨
家
'
道
家
､
法
家
'
そ
し
て

『萄
子
』
に
お
け
る
言
語
論

の
政
治
的
な
意
味
を
論
じ
る
｡
政
治
的
支
配
の
た
め
の
規
範
を
俸
達
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す
る
手
段
に
注
目
し
た
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
'
儒
家
は
非
言
語
的

な
儀
鰻
に
よ
る
統
治
を
主
張
し
た
が
､
庶
人
の
啓
蒙
に
お
い
て
は
や

は
-
言
語
に
よ
る
博
達
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
､
儀
産
を
否

定
し
た
墨
家
は
'
｢上
位
者
へ
の
同
意
｣
(｢尚
同
｣)
と
い
う
説
得
型

の
統
治
を
唱
え
た
も
の
の
､
そ
の
行
き
着
-
最
上
位
の
審
級
と
し
て

｢天
｣
を
置
い
た
た
め
に
'
結
局
非
言
語
的
な
基
礎
づ
け
を
せ
ざ
る

を
得
な
-
な
っ
た
｡

一
方
道
家
は
'
儀
頑
も
言
語
も
と
も
に
否
定
し

た
が
'
こ
の
あ
ま
-
に
急
激
な
批
判
は
､
聖
人
が
無
際
限
に
権
力
を

振
る
う
支
配
の
可
能
性
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
先
に
は
'

統
治
さ
れ
る
側
に
言
語
の
コ
ン
-
ロ
ー
ル
の
主
催
を
反
樽
さ
せ
､
不

同
意
を
維
持
す
る
こ
と
で
権
力
を
維
持
す
る
法
家
や
､
反
駁
不
可
能

な
正
名
と
言
語
抜
き
の
支
配
を
求
め
る

『萄
子
』
が
登
場
す
る
こ
と

に
な
る
｡

儒
家
と
墨
家
の
権
力
へ
の
欲
望
を
暴
き
出
し
､
い
わ
ば
言
語
と
権

力
の
脱
構
築
を
試
み
た
道
家
に
お
い
て
'
皮
肉
に
も
権
力
を
無
際
限

に
将
大
さ
せ
る
結
論
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
O
中
島
氏
が
特

に
こ
の
間
題
を

｢ポ
ー
コ
ッ
ク
を
超
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｣
(六
五
頁
)
と
強
調
し
て
い
る
の
は
'
言
語
に
つ
い
て
思
考
す
る

書

評

本
書
も
ま
た
そ
の
危
険
性
を
腫
胎
し
て
い
る
こ
と
を
警
戒
す
る
が
ゆ

え
で
あ
ろ
う
｡
言
語
が
権
力
を
俸
達
す
る
た
め
に
必
須
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
'
｢容
易
に
そ
し
て
あ
ま
-
に
速
-
'
言
語
と
権
力
の
拒
否

に
行
き
着
-
こ
と
｣
は
'
｢抗
す
べ
き
権
力
な
ど
ど
こ
に
も
な
-
'

抵
抗
す
る
手
段
で
あ
る
言
語
が
奪
わ
れ
て
い
る
｣
(同
)
状
態
で
権

力
が
振
る
わ
れ
る
最
悪
の
融
合
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

第
Ⅲ
部
は
中
園
の
文
学
理
論
を
中
心
に
取
-
上
げ
た
部
分
で
あ
る
｡

や
や
詳
し
-
そ
の
議
論
を
見
て
ゆ
こ
う
｡
ま
ず
第
5
章
で
は

『文
心

髄
龍
』
の
比
興
が
論
じ
ら
れ
る
｡

中
島
氏
に
よ
れ
ば
'
『文
心
離
龍
』
に
特
徴
的
な
の
は
'
比

･
興

と
い
う
修
辞
技
法
が
文
の
盛
衰
の
歴
史
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
漠
以
降
､
文
の
歴
史
は
'
文
と
言
語
の

｢は
じ
ま
-
｣

で
あ
-
理
想
的
な
規
範
で
も
あ
る

『詩
経
』
か
ら
節
朕
へ
と
頼
落
し

て
い
-
も
の
と
し
て
措
か
れ
て
き
た
が
'
そ
の
中
で
重
要
な
結
節
鮎

と
な
る
の
が

『楚
辞
』
で
あ
っ
た
｡
『楚
解
』
の
許
債
が
南
極
に
分

か
れ
る
の
は
'
そ
れ
を

『楚
鮮
』
の
側
に
引
き
寄
せ
る
か
'
鮮
朕
の

側
に
引
き
寄
せ
る
か
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
『文
心
離
龍
』
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は
結
節
鮎
と
し
て
の

『楚
鮮
』
を
更
に
積
極
的
に
意
味
づ
け
よ
う
と

し
た
｡
｢寄
｣
を
'
『詩
経
』
と
の
差
異
で
は
あ
る
が

〓
疋
限
度
に
と

ど
ま
-
回
収
可
能
な
差
異
を
示
す
概
念
と
し
て
設
定
し
'
こ
の

｢奇
｣
の
原
理
を
組
み
込
ん
だ

『楚
静
』
を

1
種
の
交
換
器
と
し
て
'

『詩
経
』
に
は
じ
ま
る
文
が
鮮
賊
な
ど
の
新
し
い
文
を
産
出
し
て
い

-
過
程
を
'
あ
-
ま
で
理
解
可
能
な
範
囲
で
の

｢差
異
あ
る
反
復
｣

と
し
て
取
-
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
範
囲
か
ら
は
ず
れ
る

差
異
は

｢異
｣
な
ど
と
稀
さ
れ
､
排
除
さ
れ
た
｡

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
形
で

『楚
鮮
』
を
位
置
づ
け
た
の
は
､

｢は
じ
ま
-
｣
で
あ
る
理
想
の
文

(言
葉
)
と
し
て
の

『詩
経
』
の

純
粋
性
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
｡
だ
が
言
語
は
'
｢根
源
｣
が

な
い
と
い
う
危
う
さ
'
｢言
語
が
代
理
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
'

そ
の
純
粋
性

･
直
接
性
を
は
じ
め
か
ら
傷
つ
け
な
が
ら
で
し
か
'
表

現
で
き
な
い
と
い
う
危
う
さ
｣
(八
八
頁
‥
傍
鮎
は
原
著
者
に
よ
る
｡
以

下
同
じ
)
を
持

っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
抗
し
て

『詩
経
』
の

｢は
じ
ま

-
｣
を
保
持
す
る
た
め
に
'
更
に

『文
心
願
龍
』
は

｢自
然
｣
と
い

う
概
念
を
用
い
て

｢文
｣
の
は
じ
ま
り
'
そ
し
て
人
の
心
の
は
じ
ま

-
ま
で
も
自
然
化

(自
動
化
)
す
る
こ
と

(す
な
わ
ち

｢は
じ
ま
-
｣

の
抹
消
)
を
試
み
た
の
で
あ
る
｡

だ
が
硯
賓
に
は
自
動
化
は
崩
れ
'
頼
落
が
お
こ
っ
て
し
ま
う
｡
そ

の
よ
う
な
自
然
化
と
非
自
然
化
の
ぶ
つ
か
-
あ
い
が
先
鋭
化
す
る
の

が
､
修
飾
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
｡
『文
心
離
龍
』
の
修
飾
に
封

す
る
許
債
の
矛
盾
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ

は
修
飾
の
中
に

｢外
飾
｣
と

｢自
然
の
修
飾
｣
と
い
う
分
割
線
が
引

か
れ
た
た
め
に
生
じ
て
い
る
も
の
と
解
樺
で
き
る
｡
こ
の
分
割
線
は

『楚
辞
』
を

｢奇
｣
の
原
理
と
し
て
設
定
し
､
差
異
を
回
収
可
能
な

も
の
と
回
収
不
能
な
も
の
に
直
別
し
た
の
と
重
な
-
合
う
も
の
で
あ

る
｡

『楚
鮮
』
に
は
じ
ま
る
こ
の
分
割
線
は
'
修
辞
技
巧
に
お
い
て
は

興

･
比
の
直
別
に
封
鷹
し
て
い
る
｡
比
興
篇
で
は
輿
と
比
は
起
源
性

と
付
加
性

(二
次
性
)
と
い
う
か
た
ち
で
封
照
さ
れ
て
い
る
｡

比
は
附
で
あ
る
｡
輿
は
起
で
あ
る
｡
[附
と
は
]
理

(意
味
)

を
付
加
す
る
こ
と
で
'
そ
れ
は
類
似
し
た
も
の
を
切
-
取
っ
て

き
て
事
柄
を
指
し
示
す
こ
と
で
あ
る
｡
[匙
と
は
]
情
を
起
こ

す
こ
と
で
'
そ
れ
は
徴
少
な
も
の
に
よ
っ
て
考
え
を
た
と
え
る

こ
と
で
あ
る
｡
(
一
〇
三
頁
)
(比
興
篇
原
文

｢故
比
者
附
也
｡
興
者
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起
也
｡
附
理
者
へ
切
類
以
指
事
｡
起
情
者
'
依
徴
以
擬
議
｣)

明
瞭
で
あ
る
比
が
'
意
味
を
付
加
す
る
こ
と
で
過
剰
な
装
飾
へ
と

陥
り
'
物
事
の
固
有
性
を
損
な
っ
て
し
ま
う
の
に
暫
し
'
陰
除
で
あ

る
興
は
'
自
ら
を
隠
す
こ
と
で
､
忘
却
さ
れ
た
文
と
し
て

｢は
じ
ま

-
｣
で
あ
る
こ
と
を
損
な
わ
ず
に

｢は
じ
め
る
｣
こ
と
に
都
合
が
い

い
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
劉
親
の
議
論
を
解
鐸
し
た
上
で
'
中
島
氏
は
そ
れ

に
封
し
て
二
つ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
｡

1
つ
は
'
『楚
酔
』
を
用

い
た

｢差
異
あ
る
反
復
｣
は
果
た
し
て
制
御
可
能
な
範
囲
内
に
止
ま

る
も
の
か
と
い
う
こ
と
｡
も
う

一
つ
は
､
こ
の
よ
う
な

『詩
経
』
と

『楚
辞
』
'
自
然
と
修
飾
'
興
と
比
の
直
別
は
維
持
可
能
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
賓
際
に
は
､
『楚
鮮
』
は
本
来
許
さ
れ
て
い
た

範
囲
を
超
え
て
そ
の
特
異
性
を
馨
揮
L
t
文
に
お
い
て
は
比
ば
か
-

が
噂
え
積
け
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
よ
う
に
､
文
は

『文
心
離

龍
』
の
求
め
る
よ
う
な
都
合
の
良
い
反
復
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
-
､

そ
れ
を
は
み
出
し
て
新
た
な
詩
文
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡

『文
心
離
龍
』
が

『楚
辞
』
に
輿
え
た
新
し
い
意
味
づ
け
や
'

｢
は
じ
ま
-
｣
と
し
て
の

『詩
経
』
の
自
然
化
と
い
っ
た
中
島
氏
の

書

評

仮
説
は
'
他
の
文
論
の
讃
解
に
お
い
て
も
参
照
し
う
る
魅
力
的
な
仮

説
で
あ
る
と
言
え
る
｡
だ
が
そ
の
一
方
で
'
比

･
興
や
斌
と
い
っ
た

賓
際
の
修
辞
技
法
に
関
す
る
説
明
に
は
'
そ
の
ま
ま
で
は
首
肯
し
得

な
い
鮎
が
あ
る
｡

例
え
ば
比
と
輿
に
つ
い
て
'
中
島
氏
が
興
を
隙
聴
､
比
を
明
瞭
と

し
て
理
解
す
る
の
は

｢比
斯
而
興
隆
｣
と
い
う
比
興
篇
の
記
述
に
端

を
馨
す
る
も
の
で
あ
る
｡
封
比
的
に
両
者
を
と
ら
え
る
限
り
で
は
'

こ
の
比
定
は
諜
-
と
は
言
え
な
い
｡
し
か
し
既
を
直
叙
と
し
て
興
と

野
比
す
る
場
合
や
､
興
の
滞
日
的
な
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に
'

輿
を
陰
職
と
す
る
置
き
換
え
が
劉
蕊
の
議
論
を
飛
び
出
し
て
濁
り
歩

き
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
｡

周
知
の
通
-
､
陪
暁
と
明
瞭
と
い
う
修
辞
技
法
に
は
多
-
の
議
論

の
蓄
積
が
あ
る
｡
そ
の
中
に
は
､
期
せ
ず
し
て
劉
憩
の
説
明
と
ほ
ぼ

②

同
じ
形
で
説
明
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う

｡

だ
が
換
帳
な

ど
他
の
比
瞭
表
現
を
含
め
た
比
較
で
は
､
隙
暁
と
明
瞭
は
と
も
に
類

似
性
と
い
う
共
通
原
理
に
基
づ
-
も
の
で
あ
っ
て
'
劉
親
の
比
興
理

解
と
は
齢
髄
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
橋
渡
し
は
最
終
的
に
は
可
能
だ
ろ

う
が
､
そ
の
た
め
に
は
更
に

『文
心
離
龍
』
の
内
部
で
の
意
味
と
機
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能
を
根
気
強
-
明
ら
か
に
し
て
ゆ
-
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

第

6
章
は
'
韓
愈
の
古
文
連
動
を
導
入
と
す
る
｡
｢南
陽
契
紹
述

墓
誌
銘
｣
の
記
述
な
ど
か
ら
'
中
島
氏
は

｢古
文
の
猫
白
き
は
'
自

己
に
内
旋
L
t
自
己
に
の
み
起
源
す
る
自
己
代
理
的
な
文
を
主
張
し

た
鮎
に
あ
る
｣
(
l
二
l
頁
)
と
し
､
｢古
｣
を
参
照
す
る
の
も
'

｢古
｣
の
文
を
単
純
に
模
倣
す
る
の
で
は
な
-
'
｢過
去
の
文
が
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
有
し
て
い
る
そ
の
こ
と
を
継
承
し
ょ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
る
｣
(同
)
と
指
摘
す
る
｡
ゆ
え
に

｢寄
｣
が
重
要
な
債
値

と
な
る
わ
け
だ
が
'
そ
れ
と
と
も
に
古
文
は

｢儒
の
道
｣
を
表
現
す

る
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
と
い
う
の
は
､
｢道
｣
は

｢模

倣
な
き
模
倣
の
歴
史
に
支
え
ら
れ
た
古
文
に
の
み
現
前
す
る
｣
(
一

三

一頁
)
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
古
文
の
と
ら
え
方
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な

い
が
'
中
島
氏
は
更
に
'
な
ぜ
古
文
だ
け
が
純
粋
さ
の
俸
承
を
侍
え

る
こ
と
が
出
来
る
の
か
､
そ
も
そ
も
言
語
に
よ
っ
て
俸
え
ら
れ
る
以

上
'
そ
の
博
承
の
純
粋
さ
は
損
な
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い

か
t
と
い
う
疑
問
を
呈
す
る
｡
韓
愈
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
そ
の
答
え

③

を
見
出
す
こ
と
は
難
し
-

'

本
書
で
は
そ
の
答
え
を
朱
書
の
哲
学
に

求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
も
う
少
し
時
間
を
か
け

て
'

一
つ
の
言
語
形
式
と
し
て
の
古
文
の
内
部
に
問
い
か
け
て
ゆ
-

べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

朱
貢
は

｢道
｣
を
本
と
L
t
文
を
末
と
す
る
こ
と
で
'
文
を

｢道
｣
に
完
全
に
還
元
さ
せ
る
か
た
ち
で
言
葉
と

｢道
｣
の
合
致
を

推
し
進
め
た
｡
中
島
氏
は
'
そ
の
結
果
行
き
着
い
た
の
は
､
話
し
言

葉
の
重
視
で
あ
っ
た
と
す
る
｡
｢道
と

一
腰
に
な
っ
た
理
想
的
な
文

と
は
'
理
想
的
な
話
し
言
葉
'
す
な
わ
ち
内
的
な
滞
日
と
い
う
こ
と

に
な
る
｣
(
一
二
六
頁
)｡
そ
こ
で
朱
書
は
､
｢言
葉
の
側
の
操
作
に
で

は
な
-
'
古
文
の
主
張
に
忠
賓
に
'
言
葉
を
饗
出
さ
せ
る
自
己
の

側
｣
(同
)
に
'
文
を

｢造
｣
へ
と
還
元
す
る
方
策
を
求
め
た
｡

こ
こ
で
中
島
氏
は
末
葉
の
言
語
論
を
追
う
の
を
や
め
､
誠
意
の
哲

学
へ
と
目
を
向
け
る
の
だ
が
'
こ
れ
は
末
葉
の
言
語
論
と
言
語
活
動

を
あ
ま
り
に
単
純
化
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡
来
貢
が
話
し
言
葉

を
重
視
し
た
こ
と
は
､
書
き
言
葉
の
1
万
的
な
切
り
捨
て
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
｡
清
水
茂

｢朱
書
に
お
け
る
口
語
と
文
語
｣
(『漢

語
史
の
諸
問
題
』
'
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
'
一
九
八
八
年
)
は
､
来

貢
が
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
博
達
機
能
に
お
け
る
性
質
的
な
違
い
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を
把
握
し
た
上
で
'
そ
れ
を
生
か
し
た
使
い
分
け
に
意
を
配
っ
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
来
貢
の
表
現
形
式
に

お
け
る
配
慮
を
見
る
限
-
'
こ
の
段
階
で
そ
れ
を
切
-
捨
て
て
'
哲

学
上
の
議
論
へ
と
移
っ
て
し
ま
う
の
は
､
あ
ま
-
に

｢速
い
｣
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

中
島
氏
の
論
述
に
戻
ろ
う
｡
誠
意
の
哲
学
は
'
自
己
の
中
で
の
意

の
充
賓
で
あ
る

｢誠
意
｣
が
'
自
己
か
ら
饗
出
し
て
､
お
の
ず
か
ら

他
者

(但
し

｢日
新
の
民
｣
と
い
う
理
想
的
な
他
者
)
に
俸
達
さ
れ
る
と

い
う
形
式
の
哲
学
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
現
れ
る
共
同
髄
で
は
､
他
者

は
全
て
内
自
化
さ
れ
､
大
文
字
の
自
己
の
投
影
に
過
ぎ
な
-
な
っ
て

し
ま
う
｡
そ
う
で
な
い
他
者
､
自
己
啓
蒙
を
拒
む
小
人
は
存
在
し
な

い
こ
と
と
な
る
｡

第

7
章
で
は
'
以
上
の
よ
う
な
自
-
馨
的
な
文
で
あ
る
古
文
と
自

己
馨
出
の
哲
学
が
そ
の
後
も
存
在
し
積
け
､
近
代
の

｢文
学
革
命
｣

に
ま
で
至
っ
た
こ
と
を
'
胡
適
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
い
る
｡
こ

の
五
四
時
期
の
文
学
革
命
こ
そ
'
本
書
の

｢言
語
と
政
治
｣
と
い
う

テ
ー
マ
が
'
も
っ
と
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
研
究

領
域
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

書

評

長
ら
-
文
学
革
命
は
､
書
き
言
葉
と
し
て
の
文
言
か
ら
話
し
言
葉

と
し
て
の
白
話
へ
の
韓
換
で
あ
-
､
言
文

一
致
に
よ
る
国
民
語
の
創

造
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
｡
だ
が
こ
の
理
解
に
封
し
て
は
､
す
で

に
訂
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
.
例
え
ば
､
村
田
雄
二
郎

｢文
白
の
彼

方
に
-

近
代
中
国
に
お
け
る
言
語
問
題
｣
(『思
想
』
八
三
五
鋸
'
岩

波
書
店
'
一
九
九
五
年
)
は
､
胡
適
は
白
話
を

｢活
き
た
こ
と
ば
で
あ

-
､
活
き
た
文
学
の
形
式
で
あ
る
｣
(同
論
文
二
〇
頁
)
と
し
て
い
た

が
､
賓
際
に
は
そ
れ
は
､
現
章
に
存
在
す
る
方
言
や
俗
語
と
は

一
線

を
書
一し
た
､
｢主
催
に
と
っ
て
直
接
的
で
透
明
な
言
語
表
現
｣
(同
二

一
頁
)
と
い
う
観
念
的
な
言
語
で
あ
っ
た
と
す
る
説
を
提
出
し
て
い

る
｡本

章
は
'
村
田
民
ら
の
説
を
引
き
受
け
た
上
で
'
胡
適
の
白
話
が

単
な
る
言
文

一
致
の
口
語
文
で
は
な
-
'
古
文
を
参
照
し
た
も
の
で

あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
'
ま
た
胡
適
が
目
指
し
た

｢直
接
的
で
透
明

な
｣
俸
達
空
間
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
｡

中
島
氏
は
､
胡
適
が
古
文
を

｢換
骨
奪
胎
｣
し
た
も
の
と
し
て
白

話
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
'
｢透
明
な
博
達
と
そ
れ
を
支
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え
る
等
質
な
空
間
へ
の
抜
き
難
い
傾
向
｣
と
い
う
鮎
に
お
い
て
､

｢胡
適
の
白
話
は
現
代
の

｢活
き
た
｣

古
文
で
あ
-
､
今
で
は

｢す

で
に
死
ん
だ
｣

古
文
が
か
つ
て
の
白
話

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
｣
(
一
四
五
頁
)
と
指
摘
す
る
｡
そ
し
て
胡
適
が
間
接
的
な
が

ら
古
文
に
迂
回
し
た
り
､
過
去
を
参
照
し
た
の
は
､
｢胡
適
に
と
っ

て
の
白
話
が
'
政
治
的

･
哲
学
的

･
歴
史
批
判
的
な
言
語
だ
か
ら
で

あ
る
｣
(
一
四
九
頁
)
と
述
べ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
に

｢無
自
覚
な
白
話
｣
を
胡
適
は
批
判
し
'
自
ら
の
文

学
革
命
の
特
権
性
を
'
明
確
な
自
覚
が
あ
る
と
い
う
鮎
に
蹄
す
｡
だ

が
こ
の

｢自
覚
｣
こ
そ
が
'
彼
の
白
話
を
歴
史
に
迂
回
さ
せ
る
も
の

で
あ
り
､
胡
適
が
自
ら
の
学
問
の
核
心
と
し
て
主
張
し
た

｢歴
史
的

方
法
｣
は
'
｢中
国
文
化
の
固
有
性
を
保
護
す
る
理
念
的
な
歴
史
性
｣

(
1
五
五
頁
)
を
見
出
す
と
い
う
鮎
で
'
胡
適
自
身
が
批
判
し
て
い

た
韓
愈
の

｢造
統
｣
と
重
な
る
系
統
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
'
胡
適
の
白
話
が
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
俸
達
空
間

は
'
純
粋
に
透
明
な
俸
達
室
間
で
は
な
-
'
新
生
な
っ
た

｢中
国
｣

と
い
う
博
達
室
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
中
島
氏
は
指
摘
す
る
｡
そ
れ
は

中
国
的
な
歴
史
性
に
貫
か
れ
た
空
間
で
あ
-
'
そ
れ
に
よ
っ
て

｢中

園
の
固
有
性
を
最
も
よ
-
賓
現
す
る
も
の
｣
(
一
六
〇
頁
)
で
あ
っ
た

が
'
ま
た
韓
愈
が
悌
教
徒
を
排
除
し
た
の
と
同
様
'
中
国
の
固
有
性

(内
的
歴
史
)
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
/
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い

他
者
を
排
除
し
'
｢特
定
の
中
囲
の
み
を
切
-
出
し
､
中
国
文
化
の

多
様
な
あ
-
方
を
認
め
な
い

｢
魔
道
｣｣
(同
)
に
他
な
ら
な
か
っ
た
｡

胡
適
の
白
話
は
'
中
国
の
俸
統
文
化
に
お
け
る

｢鬼
影
｣
を
沸
い
の

け
る

(｢打
鬼
｣)
た
め
に
作
ら
れ
な
が
ら
'
新
た
に

｢鬼
｣
を
作
-

出
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

言
語
を
用
い
た

｢透
明
な
博
達
空
間
｣
が
硯
賓
に
は
存
在
し
得
な

い
以
上
､
そ
れ
を
目
指
す
連
動
は
必
然
的
に
そ
こ
か
ら
排
除
す
る
他

者
を
生
み
出
す
｡
中
島
氏
は
本
章
に
お
い
て
'
文
学
革
命
に
お
け
る

他
者
の
排
除
が
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
を
示
し
､

か
つ
そ
れ
を
中
国
的
博
続
を
覆
う
他
者
の
排
除
の
歴
史
と
接
積
さ
せ

た
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
先
秦
以
来
の
廉
い
範
囲
に
わ
た
っ
て

｢透
明
な
倍
達
空
間
｣
へ
の
欲
求
を
見
据
え
て
き
た
著
者
な
ら
で
は

の
修
正
案
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

第
Ⅲ
部
で
は
'
中
園
に
お
け
る
言
語
の
暴
力
の
歴
史
を
見
据
え
な
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が
ら
'
他
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
抗
す
る
方
法
を
中
国
の
外
側
に
探

る
｡
第
8
章
と
第
9
章
で
は
ハ
ン
ナ

･
ア
-
レ
ン
ー
と
エ
マ
ニ
ユ
エ

ル

･
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
語
論

･
共
同
濃
論
を
参
照
す
る
｡
こ
れ
ら
は

評
者
の
能
力
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
'
簡
単
に
中
島
氏
の
議

論
を
追
う
に
止
め
た
い
｡

両
者
は
と
も
に
還
元
不
可
能
な
他
者
の
唯

1
性

･
特
異
性
を
尊
重

し
ょ
う
と
し
た
が
'
他
者
の
と
ら
え
方
の
違
い
か
ら
､
形
而
上
学
批

判
の
手
法
は
大
き
-
異
な
っ
て
い
た
｡

ア
-
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
他
者
の
唯

一
性
は
'
複
数
の
平
等
な
他

者
達
の
間
で
の
差
異
あ
る
唯

一
性
で
あ
-
､
そ
れ
ゆ
え
に
言
葉
の
交

換
に
よ
る

｢公
共
空
間
｣
を
形
成
し
ょ
う
と
し
た
｡
そ
こ
で
は
言
論

に
よ
る
俸
達
可
能
性
が
'
人
間
の
複
数
性
を
支
え
る
も
の
と
な
る
｡

だ
が
'
こ
の
公
共
空
間
に
も
'
他
者
を
自
己
に
内
化
し
た
'
自
己

に
よ
る
代
理
=

再
現
前
の
杢
間
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
存
在
す

る
｡
ま
た

｢悪
の
陳
腐
さ
｣
に
射
し
て
必
要
と
さ
れ
た
判
断
力
も
'

｢他
人
と
の
潜
在
的
同
意
｣
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
へ

人
間
の
複
数
性
を
破
壊
し
､
理
想
的
な
他
者
だ
け
の
､
｢
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
功
が
先
取
-
さ
れ
｣
(
一
八
一
頁
)
た
室
間
に
至
る

書

評

方
向
性
を
持

っ
て
し
ま
っ
て
い
た
｡

一
万
㌧
｢他
者
は
､
了
解
不
可
能
な
も
の
､
わ
た
し
の
権
能
を
凌

駕
す
る
も
の
で
あ
り
'
わ
た
し
を
強
迫
し
､
わ
た
し
に
鷹
答
と
責
任

を
要
請
す
る
倫
理
的
関
係
の
内
に
お
い
て
の
み
登
場
す
る
｣
(
一
九

〇
頁
)
と
い
う
法
外
な
倫
理
を
主
張
し
た
レ
ヴ
イ
ナ
ス
が
語
る
他
者

の
唯

一
性
は
､
単
数
の
絶
封
的
な
他
性
を
持
つ
他
者
で
あ
る
｡
こ
の

他
者
は
公
共
杢
間
に
は
決
し
て
現
れ
る
こ
と
は
無
-
､
公
共
室
間
に

お
け
る
言
語
活
動
は
､
他
者
か
ら
そ
の
他
性
を
奪
う
整
合
的
言
説
に

過
ぎ
な
い
｡
｢必
要
な
の
は
､
公
共
空
間
で
の
言
葉
の
交
換
の
手
前

で
'
共
同
腰
を
は
み
出
す
他
者
に
語
-
か
け
'
所
る
と
い
う
別
の
オ

ラ
リ
テ
で
あ
る
｣
(
〓
ハ
四
頁
)0

し
か
し
､
こ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま
た
'
第
三
者
の
問
題
を
通
じ
て

正
義
を
誰
に
ど
の
程
度
返
す
の
か
t
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
時
に

政
治
の
次
元
を
語
ら
ざ
る
を
得
な
-
な
る
｡
そ
こ
で
構
想
さ
れ
る
共

同
髄
が
家
族
関
係
の
モ
デ
ル
を
取
る
こ
と
や
'
女
性
の
他
性
を
縮
約

す
る
と
い
う
鮎
に
お
い
て
'
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
他
者
を
直
別
し
利
用
す

る
政
治
を
免
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
二
人
の
哲
学
者
の
他
者
論
か
ら
見
え
て
-
る
の
は
'
政
治
の
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次
元
に
お
い
て
､

他
者
を
直
別

･
排
除
し
な
い
こ
と
の
困
難
あ
る
い

は
不
可
能
で
あ
る
｡
そ
れ
は
政
治
に
お
い
て
､
｢｢誰
が
他
者
な
の

か
｣
と
い
う
問
い
が
避
け
ら
れ
な
い
以
上
'
他
者
の
何
ら
か
の
直
別

に
よ
っ
て
答
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
｣
(二
〇
八
頁
)
で
あ
る
｡

中
島
氏
は
そ
れ
で
も
な
お
政
治
と
倫
理
の
共
犯
関
係
を
問
い
頼
け

る
こ
と
を
強
-
主
張
す
る
｡
こ
れ
は
他
者
に
正
義
を
返
す
こ
と
で
あ

り
'
他
者
に
言
語
を
返
す
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

｢整
合
的
な
光

の
言
語
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
う
つ
ぶ
や
き
ゃ
口
ご
も
-
に
耳

を
澄
ま
す
こ
と
｣
(二
〇
九
頁
)
で
あ
る
｡
こ
の

｢弱
き
の
空
間
｣

(同
)
に
耳
を
澄
ま
せ
た
人
物
と
し
て
'
最
後
の
第
10
章
で
は
再
び

中
国
に
戻
り
'
魯
迅
に
注
目
す
る
｡

本
書
の

｢序
｣
に
書
か
れ
る
よ
う
に
'
魯
迅
も
ま
た

｢愚
弱
な
国

民
｣
(『柄
城
』
自
序
)
の
精
神
を
救
う
た
め
に
､
｢異
の
聾
｣
で
あ
-

俸
達
の
容
易
な
生
き
た
口
語
で
あ
る
白
話
文
を
用
い
て
小
説
を
書
い

た
の
で
あ
る
が
'
魯
迅
の
白
話
小
説
が
第
7
章
に
見
た
胡
適
ら
の

｢新
た
な
古
文
｣
と
し
て
の
白
話
と
異
な
っ
て
い
た
の
は
'
そ
れ
が

｢書
か
れ
る
や
い
な
や
す
ぐ
に
朽
ち
て
し
ま
う

｢速
朽
｣
の
文
で
あ

る
｣
(二
一
二
頁
)
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
｡

｢速
朽
の
文
｣
(速
朽
的
文
章
)
と
は
､
『阿
Q
正
博
』
の
冒
頭
に

お
い
て
博
達
の
問
題
に
解
れ
な
が
ら
述
べ
ら
れ
た
語
で
あ
る
｡
中
島

氏
は
丸
尾
常
書
氏
が

『魯
迅
1

｢人
｣
｢鬼
｣
の
葛
藤
』
(岩
波
書

店
'
1
九
九
三
年
)
で
展
開
し
た
説
を
足
が
か
り
と
し
て
'
魯
迅
が

そ
の
よ
う
な
速
朽
の
文
を
用
い
た
の
は
'
｢阿
Q
と
い
う
鬼
を
俸
え

な
が
ら
､
し
か
し
同
時
に
そ
の
幽
壷
を
打
ち
､
そ
し
て
救
済
す
る
｣

(二
1
六
頁
)
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
阿
Q
と
阿
Q

を
喰
ん
だ
人
々
が
と
も
に
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の

｢も
の
言
わ
ぬ
国

民
｣
に
聾
を
回
復
さ
せ
る
と
同
時
に
'
そ
れ
が
新
た
な
古
文
と
な
-
'

｢鬼
｣
を
再
生
産
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
｡
な
ん
と

な
れ
ば
'
｢聾
を
奪
い
績
け
て
き
た
の
は
ま
さ
に
文
で
あ
り
'
そ
れ

が
鬼
を
生
み
出
し
て
き
た
｣
(二
三
一頁
)
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
｡
中
島
氏
は
績
け
て

『野
草
』
の
題
辞
な
ど
を
引
き
､
魯
迅
が
､

死
後
も
残
-
鬼
を
生
み
出
す
不
朽
の
文
を
廃
す
た
め
に
'
ま
た
文
を

廃
す
た
め
に
は
文
に
よ
る
し
か
な
い
た
め
に
'
そ
れ
自
髄
速
や
か
に

朽
ち
る
文
を
求
め
た
こ
と
を
論
じ
る
｡

こ
こ
で
問
う
べ
き
は
'
そ
の
結
果
と
し
て
魯
迅
の
白
話
が
硯
賓
に

ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
た
の
か
､
そ
れ
は
胡
適
の
白
話
と
ど
の
よ
う
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な
差
異
を
も
っ
た
も
の
な
の
か
t
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
残
念
な
が

ら
私
自
身
に
は
そ
れ
を
論
じ
る
準
備
は
無
い
｡
た
だ
'
そ
の
議
論
の

必
要
性
を
胡
適
の
側
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
､
福
嶋
亮
大

｢｢
不

朽
｣
の
修
鮮
撃
｣
(『中
国
文
学
報
』
六
九
､
二
〇
〇
五
年
)
が
参
照
で

き
る
｡
福
嶋
氏
は
そ
の
末
尾
に
お
い
て
､
不
朽
な
ら
ぬ
阿
Q
が
世
界

文
学
に
名
を
連
ね
る
主
人
公
と
な
っ
た
の
に
暫
し
'
胡
適
ら
が
つ
む

ぎ
だ
そ
う
と
し
た

｢不
朽
｣
の
主
人
公
が

｢今
や
ほ
と
ん
ど
忘
却
さ

れ
て
い
る
そ
の
必
然
性
を
見
据
え
る
べ
き
で
あ
る
｣
(
一
四
八
頁
)
と

主
張
し
て
い
る
｡

以
上
'
私
は
中
島
氏
の
議
論
を
追
い
か
け
な
が
ら
'
氏
が
提
起
す

る
問
題
を
と
も
に
考
え
て
き
た
｡
そ
の
過
程
で
私
が
挙
げ
た
い
く
つ

か
の
批
判
は
'
ほ
と
ん
ど
が

｢言
語
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
｣
に

比
し
て
'
章
際
の
テ
ク
ス
ト
の
表
現
形
式
に
封
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が

｢速
す
ぎ
る
｣
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
馨
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

中
島
氏
は
'
言
語
の
暴
力
に
抵
抗
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
､
速

度
を
遅
ら
せ
'
時
間
を
輿
え
る
こ
と
を
-
-
か
え
し
主
張
し
て
き
た
｡

そ
れ
に
同
意
す
る
と
と
も
に
､
私
は
そ
の
有
力
な
親
書
化
を
言
語
の

書

評

表
現
形
式
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
｡
例
を
奉
げ
る

な
ら
ば
'
第
3
章
で
も
梱
れ
た
よ
う
に
'
『荘
子
』
の
斉
物
論
篇
を

は
じ
め
と
す
る
屈
折
し
た
言
説
や
'
複
雑
な
構
造
を
持

っ
た
寓
言
は
'

速
度
を
お
-
ら
せ
る
こ
と
で

｢正
名
｣
の
暴
力
を
乗
-
越
え
る
鍵
と

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
少
な
-
と
も
'
言
語
の
意
味
表
象
能

力
に
封
す
る
懐
疑
を
持
ち
､
言
語
の
抹
消
の
欲
望
を
持
ち
な
が
ら
も
'

『荘
子
』
の
過
剰
な
言
説
は

｢透
明
な
博
達
｣
を
可
能
に
す
る
も
の

と
は
逆
の
方
向

へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
｡

第
Ⅱ
部
を
は
じ
め
と
し
て
'
中
島
氏
も
ま
た
文
学
評
論
や
賓
際
の

表
現
技
法
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
い
た
｡
そ
の
方
向
性
は

支
持
し
な
が
ら
も
'
中
島
氏
が
汲
み
残
し
て
い
る
部
分
に
こ
そ
､
大

き
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
第
6
章
の
冒
頭
で
は
､
劉
親
を

｢言
語
と
意
の
関
係
を
よ

-
洗
練
し
た
仕
方
で
再
定
義
し
ょ
う
と
し
た
｣
と
許
債
し
た
す
ぐ
後

に
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
が
'
劉
故
の
生
き
た
六
朝
時
代
や
'
そ
の
後
の
惰
唐
に

お
い
て
､
賓
際
に
流
行
し
た
の
は
､
意
と
は
無
関
係
の
文
で

あ
っ
た
｡
意
に
従
属
す
る
は
ず
の
言
語
が
'
意
と
は
濁
立
に
そ
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れ
自
健
で
機
能
す
る
｡

つ
ま
-
'
言
語
に
は
'
そ
れ
が
表
現
す

る
内
容
と
は
別
に
'
韻
律
と
か
聾
律
と
い
わ
れ
る
音
啓
上
の
規

則
が
形
式
的
に
備
わ
っ
て
お
-
'
こ
こ
か
ら
形
式
的
な
美
と
し

ペん
ぶん

て
調
和
的
な
韻
律
が
追
求
さ
れ
'

l
方
で
近
膿
詩
や

餅

文

と

い

う
定
型
に
結
果
し
'
他
方
で
音
韻
の
撃
が
成
立
し
て
い
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
'
言
語
が
そ
の
形
式
的
な
原
理
に
従

っ
て
配
列
さ

れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
､
意
と
の
代
理
関
係
か
ら
自
由
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
-
､
｢本
来
｣
の
意
を
離
れ
た
文
が

｢典

故
｣
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
'
他
な
る
意
味
が
豊

か
に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡
(
一
二
〇
頁
)

こ
こ
で
中
島
氏
は
､
定
型
性
の
高
い
文
学
形
式
に
言
語
の
他
性
を

受
け
入
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
､
そ
れ
を
更
に
深

化
さ
せ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
｡
何
よ
-
も
こ
の
記
述
は
､
あ
た
か

も

『文
心
離
龍
』
に
お
け
る
劉
親
の
試
み
と
封
立
す
る
か
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
'
『文
心
離
龍
』
も
ま
た
そ
の

｢意
と
は
無
関

係
の
文
｣
で
あ
る
餅
文
を
も

っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡

だ
が
こ
れ
ら
は
､
中
島
氏
に
反
間
す
る
よ
-
も
､
む
し
ろ
我
々
自

身
が
引
き
受
け
て
い
-
べ
き
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
｡

中
国
古
代
に
お
け
る

｢言
語
と
政
治
｣
の
問
題
を
と
-
あ
げ
た
先

駆
者
で
あ
る
大
室
幹
雄
氏
は
､
『正
名
と
狂
言
』
(せ
-
か
書
房
'
一
九

八
六
年
)
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
'
｢全
鰹
と
し
て
本
書
は
古
代
中

国
に
お
け
る
言
説
の
権
力
に
封
す
る
敗
北
の
記
述
で
あ
る
｣
と
述
べ

た
｡
中
島
氏
も
書
名
の

｢残
響
｣
に
こ
め
ら
れ
た

一
つ
の
思
い
を
､

｢中
国
哲
学
が
'
言
語
の
支
配
と
い
う
政
治
を
夢
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
未
聞
の
他
者
の
聾
で
あ
る
弱
い
聾
を
か
き
消
し
て
き
た
こ
と
へ

の
警
戒
｣
(｢は
じ
め
に
｣
Ⅵ･ー
頁
)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
だ
が
中
島

氏
と
と
も
に
言
語
の
支
配
の
歴
史
を
追

っ
て
い
-
中
で
私
に
見
え
て

-
る
の
は
'
か
き
消
さ
れ
積
け
て
来
た
は
ず
の

｢残
響
｣
が
､
賓
は

い
た
る
と
こ
ろ
に
響
い
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
｡

言
語
は

一
方
で
政
治
の
共
犯
者
で
あ
-
な
が
ら
'
他
方
で
は
他
者

の
存
在
を
常
に
突
き
つ
け
る
も
の
で
も
あ
る
｡
中
島
氏
が
早
-
に

｢
『苛
子
』
に
お
け
る

《
正
し
い
言
語
の
暴
力
と
そ
の
ほ
こ
ろ
び
》
｣

で
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
､
い
か
に

｢正
し
い
言
語
｣
を
徹
底
さ
せ

よ
う
と
も
'
そ
の
倍
達
も
ま
た
言
語
に
よ
っ
て
し
か
為
し
得
ぬ
以
上
'

言
語
の
他
性
を
取
-
除
-
こ
と
は
で
き
な
い
｡
ゆ
え
に

『有
子
』
の

正
名
に
も
､
韓
愈
の
古
文
に
も
'
胡
適
の
白
話
に
も
､
常
に

｢正
し
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さ
｣
と

｢透
明
な
停
達
｣
に
背
-
他
者
の
聾
の

｢残
響
｣
が
含
ま
れ

て
い
る
｡
本
書
が
描
き
出
し
た
'
中
国
を
覆
う

｢正
名
｣
の
歴
史
は
'

裏
を
返
せ
ば
'
｢正
名
｣

の
試
み
が

つ
い
に
完
成
す
る
こ
と
な
-
'

他
者
の
聾
を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
大
挙
と
み
せ
か
け
の
透
明
さ
の
か

げ
で
'
自
ら
の
聾
の
中
に
響
-

｢残
響
｣
に
お
ぴ
え
積
け
て
い
た
歴

史
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

証①

拙
論

｢語
-
得
ぬ
も
の
へ
の
こ
と
ば
-

『荘
子
』
に
お
け
る
言
語

間
題
と
言
説
へ
の
意
識
に
つ
い
て
｣
(
『中
囲
文
学
報
』
六
六
㌧
二
〇
〇

三
年
)
も
'
そ
の
追
求
に
資
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

②

例
え
ば
野
内
良
三
氏
は

『レ
ト
リ
ッ
ク
入
門
-

修
辞
と
論
語
』

(世
界
思
想
杜
二

一〇
〇
二
年
)
に
お
い
て
'
｢
直
除
の
本
質
は
追
加

的
説
明
と
い
う
鮎
に
あ
る
｣
(七
七
頁
)
と
L
t
指
標
が
示
さ
れ
ぬ
隙

職
は
'
｢聞
き
手
の
想
像
力
に
訴
え
て
感
情
を
掻
き
立
て
る
表
現
｣
(七

八
頁
)
で
あ
る
と
言
う
｡
こ
れ
は
附
加
性
と
起
源
性
と
い
う

『文
心
離

龍
』
の
比

･
興
の
封
比
に
よ
-
合
致
す
る
｡

③

中
島
氏
は
韓
愈
が
儒
教
を
批
判
す
る
の
に

｢言
語
通
ぜ
ず
｣
(｢論
悌

骨
表
｣
)
と
し
て
排
除
し
た
の
は
へ
｢あ
る
共
同
鯉
が
事
案
と
し
て
有
す

る
特
定
の
言
語
に
訴
え
る
以
外
に
'
古
文
の
特
権
性
を
保
護
す
る
手
段

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
｣
(
1
二
三
頁
)
こ
と
を
示
し
て
い
る

書

評

と
指
摘
す
る
｡

(東
京
大
学
出
版
社
'
二
〇
〇
七
年
九
月
､
三

一
二
頁
)
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