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中
国
史
の
時
代
区
分
問
題
を
め
ぐ
っ
て

1
現
時
点
か
ら
の
省
察
一

谷

一　ノ

道

雄

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
見
て
、
い
ま
さ
ら
時
代
区
分
間
詰
で
も
あ
る
ま
い
と
、

大
方
の
読
者
は
お
考
え
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、
わ
が
国
の
学
界
に
は
、

中
国
史
の
時
代
区
分
に
関
す
る
二
つ
の
有
力
な
説
が
あ
り
（
そ
の
他
に
も
諸

説
が
あ
る
が
）
、
　
そ
れ
が
戦
後
以
来
ち
ょ
う
ど
鉄
道
の
レ
ー
ル
の
よ
う
に
平

行
線
を
な
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
今
後
も

同
じ
状
態
の
ま
ま
進
ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
は
両
説
の
問
に
は
げ
し
い
論
戦
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
今
で
は
も
う
そ

の
よ
う
な
こ
と
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
幾
つ
か
の

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
歴
史
を
い
か
に
発
展
的
に

と
ら
え
る
か
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
た
め
に
、
時
代
区
分
問
．
題
が
大

い
に
論
議
さ
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
歴
史
主
義
的
な
関
心
が
う
す

れ
た
今
B
で
は
、
当
然
時
代
区
分
論
へ
の
情
熱
も
低
下
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
第
二
に
は
、
時
代
区
分
の
よ
う
な
、
全
時
代
を
見
と
お
す
よ
う
な
巨
視

的
な
問
題
に
関
わ
る
よ
り
は
、
個
々
の
歴
史
事
象
を
ミ
ク
ロ
に
観
察
し
記
述

し
よ
う
と
す
る
傾
向
へ
と
、
歴
史
学
の
作
風
が
転
換
し
て
き
た
点
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
中
国
史
の
時
代
区
分
に
お
い
て
、
両
説
は

個
々
の
点
で
た
が
い
に
影
響
し
あ
っ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
原
則
に
お
い
て

は
自
ら
を
持
し
て
ゆ
ず
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
と
学
派
を
形
づ
く
っ
て
き

た
。
そ
の
た
め
、
論
戦
は
一
種
の
膠
着
状
態
に
お
ち
い
り
、
こ
の
問
題
に

触
れ
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
生
れ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
要
す
る
に
こ

の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
中
国
史
の
時
代
区
分
問
題
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、

じ
つ
は
私
自
身
に
と
っ
て
も
気
の
重
い
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
私
が
あ
え
て
こ
こ
に
筆
を
と
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
理
由
に
よ
る

の
で
あ
る
。

　
時
代
区
分
問
題
を
正
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
少
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
何

ら
か
の
時
代
区
分
に
よ
っ
て
中
国
史
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
今
直
な
お
個
々

の
研
究
者
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
で
あ
る
ぽ
か
り
で
な

く
、
何
ら
か
の
時
代
区
分
説
に
対
す
る
研
究
者
の
共
通
理
解
が
前
面
に
出
る

こ
と
さ
え
、
ま
れ
で
は
な
い
。
少
し
古
い
事
例
で
恐
縮
だ
が
、
私
自
身
が
メ

ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
、
あ
る
共
同
研
究
の
成
果
は
、
『
中
国
中
世
史
研

究
－
六
朝
・
晴
唐
の
社
会
と
文
化
i
』
（
東
海
大
学
出
版
会
、
　
一
九
七

〇
年
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
。
最
近
で
は
、
現
在
学
生
社
よ
り

刊
行
中
の
『
申
世
史
講
座
』
全
十
二
巻
（
そ
れ
以
前
に
は
『
古
代
史
講
座
』

が
あ
る
）
は
、
世
界
各
地
域
の
中
世
史
を
網
羅
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
当
然
中
国
の
中
世
史
に
関
す
る
論
考
を
収
載
す
る
が
、
こ
こ
で
の
二
世
は
、

宋
代
以
後
を
中
世
と
す
る
一
方
の
説
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
史
学
雑

誌
』
が
毎
号
巻
末
に
附
載
す
る
文
献
目
録
も
、
同
じ
説
に
よ
っ
て
「
中
国
一

般
」
「
中
国
古
代
」
「
中
国
中
樵
」
「
申
国
近
現
代
」
の
四
つ
の
項
鼠
で
申
国

史
関
係
論
文
を
分
類
し
、
古
代
と
中
世
を
唐
風
の
間
で
区
切
っ
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
時
代
区
分
は
中
国
史
研
究
者
の
な
か

に
潜
在
的
、
顕
在
的
に
生
き
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
時
代
区
分
は
歴
史
を
大
局
的
に
、
ま
た
普
遍
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
方
法

の
一
つ
で
あ
る
。
ひ
と
が
い
か
に
個
別
的
事
象
に
関
心
を
集
中
さ
せ
よ
う
と

も
、
そ
れ
を
全
体
史
の
一
環
と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
は
た
ら

い
て
い
る
限
り
、
そ
の
意
識
は
時
代
区
分
の
意
識
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
か
に
歴
史
主
義
的
立
場
を
排
除
し
よ
う
と
も
、
諸
事

象
が
お
の
ず
か
ら
に
し
て
蓑
出
す
る
時
代
的
性
格
を
無
視
す
る
歴
史
家
は
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
老
は
決
し
て
時
代

区
分
と
無
縁
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
背
後
に
意
識
し

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
実
情
は
さ
き
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
み
に
日
本
史

や
西
洋
史
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
の
分
野
で
も
、
時
代
区
分
の

実
際
に
は
諸
説
が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
軌
を
一
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
と
も
か
く
も
、
古
代
と
い
い
、
中
世
と
い
え
ば
、

こ
と
さ
ら
に
注
釈
を
加
え
な
く
て
も
、
そ
こ
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
時
代
観
念
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
中
国
史
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
「
中
世
」
は
「
古
代
」
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
「
中
世
」
は
ま

た
「
近
世
」
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
史
に

お
い
て
、
た
と
え
ば
中
世
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ね
に
二
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

併
記
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
に
時
代
名
称
上

で
の
相
違
と
片
づ
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ま
た
、
中
国
史
の
古
代
、
中

世
等
々
が
い
つ
始
ま
り
い
つ
終
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
止
ま
る
も
の
で
も
な
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い
。
中
国
史
に
対
す
る
学
問
方
法
の
問
題
、
ひ
い
て
は
現
代
日
本
人
の
中
国

に
対
す
る
理
解
方
法
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学

問
の
根
本
に
お
け
る
く
い
ち
が
い
が
、
時
代
区
分
上
の
亀
裂
と
し
て
発
現
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
時
代
区
分
説
の
対
立
状
態
が
今
日
凝
固
し

た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
個
々
の
研
究
の
進
展
に
も
影
響
し
て
い
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
況
は
、
個
々
の
研
究
者
を
し
て
事

象
を
自
由
に
、
ト
ー
タ
ル
に
考
え
る
こ
と
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
さ
せ
る
お
そ
れ
な

し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
既
成
の
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
も
あ

り
う
る
し
、
そ
う
し
た
立
場
が
拡
大
す
る
こ
と
が
学
問
の
発
展
に
は
望
ま
し

い
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
既
成
の
説
の
対
立
点
の
根
拠
を
問
う
こ
と
で
、

こ
の
凝
固
し
た
状
態
に
生
き
た
血
流
を
通
わ
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
断
っ
て
お
く
が
、
私
は
両
説
の
統
一
や
妥
協
を
計
ろ
う
と
い
う
の
で

は
な
い
。
ま
た
が
っ
て
の
論
争
に
結
着
を
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。

あ
く
ま
で
両
説
の
相
違
点
を
で
き
る
だ
け
深
く
見
つ
め
た
い
と
お
も
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
説
の
一
方
に
く
み
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
こ
の
作
業
を
公

平
に
行
う
こ
と
は
、
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
が
、
あ
え
て
こ
れ
を
試
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
方
面
の
一
歩
前
進
を
期
し
た
い
の
で
あ
る
。

①
前
掲
『
中
批
史
講
座
』
1
「
申
世
世
界
の
成
立
」
に
は
「
東
ア
ジ
ア
の
中
世
」

　
「
中
国
に
お
け
る
中
世
世
界
の
形
成
」
と
題
す
る
堀
敏
一
の
二
つ
の
論
考
を
収
め

る
が
、
い
ず
れ
も
両
説
を
併
記
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

二
　
二
つ
の
六
朝
論

　
一
一
つ
の
時
代
区
分
説
の
う
ち
、
一
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
今
世
紀
の

初
頭
、
内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
今
日

ま
で
支
持
さ
れ
て
き
た
学
説
で
あ
る
。
湖
南
が
、
中
国
史
の
時
代
区
分
を
唐

宋
と
か
明
清
と
か
、
朝
代
に
よ
っ
て
行
な
っ
て
き
た
従
来
の
方
法
は
史
学
的

に
は
不
正
確
で
あ
る
と
し
、
「
時
代
を
形
成
す
る
内
容
」
（
「
支
那
近
世
史
」
）

に
よ
る
区
分
を
主
張
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
史
の
時
代
区

分
法
は
か
れ
に
よ
っ
て
一
挙
に
原
理
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
そ
れ

じ
た
い
が
歴
史
学
の
一
分
野
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
ひ
と
つ
の
学
説

は
、
戦
後
内
藤
説
に
対
置
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
説
の
形
成
に
は
、

歴
史
学
研
究
会
が
指
導
的
な
役
割
を
果
し
た
。
そ
こ
に
は
戦
中
の
歴
史
学
に

対
す
る
反
雀
が
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
方
法
的
に
は
生
産
様
式
の
継
起
的
発

展
を
時
代
区
分
の
原
則
と
し
て
い
る
。
以
下
前
者
を
A
説
、
後
者
を
B
説
と

よ
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
両
説
が
古
代
・
中
世
・
近
世
等
々
の
時
代
名
称

で
中
国
史
を
ど
う
区
分
し
て
い
る
か
を
、
ご
く
大
ま
か
に
対
照
表
示
す
れ
ば
、

左
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
説
の
間
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
ち

が
い
が
あ
る
。
一
つ
は
、
一
〇
世
紀
以
後
を
、
A
説
で
は
近
世
と
よ
び
、
B

説
で
は
中
世
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
〇
世
紀
前
後
に
中
国
史
上

決
定
的
な
社
会
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
湖
南
に
よ
っ
て
つ
と
に
強
調
さ
れ
、

B
説
も
こ
れ
を
受
容
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
大
き
く
へ
だ

た
る
結
果
と
な
っ
た
。
一
〇
世
紀
前
後
か
ら
盛
行
す
る
い
わ
ゆ
る
佃
戸
制
の

性
格
理
解
を
め
ぐ
っ
て
両
説
の
間
に
は
げ
し
い
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
、
A

説
で
は
こ
れ
を
近
世
的
小
作
制
と
考
え
た
が
、
B
説
で
は
、
中
世
的
封
建
農

奴
制
の
本
質
を
そ
な
え
る
も
の
と
し
た
。
も
う
一
つ
の
相
違
点
は
、
三
i
一

〇
世
紀
、
六
朝
・
階
唐
時
代
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
点
で
、
A
説
が
こ
こ
に

中
世
時
代
を
設
定
す
る
の
に
対
し
、
B
説
は
、
こ
の
時
代
ま
で
古
代
が
延
滞

し
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
世
紀
前
後
の
蒋
期
に
中
国
史
上
の
劃
期
を

設
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
両
説
の
見
方
の
ち
が
い
が
あ
り
、
そ
の
点
で

は
、
一
〇
漫
紀
が
と
も
か
く
も
劃
期
で
あ
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
第
一

の
問
題
に
比
べ
て
、
一
層
深
刻
な
対
立
を
生
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
以
下
、

こ
の
部
分
に
焦
点
を
置
い
て
、
両
説
の
差
異
と
そ
の
根
拠
を
探
っ
て
み
よ

㌧
つ
。

　
A
説
が
六
朝
・
階
唐
晴
代
を
中
国
に
お
け
る
中
世
と
規
定
す
る
の
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
代
に
貴
族
政
治
が
盛
行
し
た
こ
と
に
着
眼
し
た
結

果
で
あ
る
。
貴
族
政
治
と
は
、
近
世
の
鷺
主
独
裁
政
治
の
対
立
概
念
と
し
て
、

内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
貴
族
政

治
の
時
代
は
、
股
周
か
ら
階
唐
ま
で
を
お
お
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
貴
族
政

治
の
最
も
盛
行
し
た
時
代
は
六
朝
・
階
唐
時
代
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

族
政
治
は
そ
れ
以
前
の
貴
族
政
治
と
は
段
階
を
異
に
し
て
い
る
。
絶
代
、
第

一
次
的
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
貴
族
政
治
は
、
秦
漢
の
統
詔
帝
国
絶
代
に
至
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
一
種
の
看
主
独
裁
政
治
的
傾
向
を
帯
び
た
、
と
湖
南
は
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
中
国
史
全
体
を
貫
徹
す
る
、
貴
族
政
治
一
書
主
独
裁
政
治
の
サ
イ
ク

ル
が
、
古
代
的
段
階
に
お
い
て
ま
ず
経
過
し
た
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
古
代
の
君
主
独
裁
政
治
は
自
ら
を
貫
徹
で
き
ず
、
後
漢
中
期
あ
た
り

か
ら
第
二
次
的
貴
族
政
治
の
段
階
へ
深
化
す
る
。
つ
ま
り
、
古
代
社
会
は
あ

る
種
の
ゆ
き
づ
ま
り
と
屈
折
を
経
験
す
る
の
で
あ
っ
て
、
湖
南
は
ま
た
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

事
態
を
「
学
問
の
中
毒
」
と
い
う
表
現
で
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時

代
の
変
転
を
通
じ
て
漢
代
富
僚
階
級
は
地
方
の
名
望
家
と
化
し
、
こ
の
層
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

支
え
ら
れ
て
中
世
貴
族
政
治
が
成
立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
A
説
に
お
け
る
中
世
と
は
、
古
代
社
会
の
発
展
が
屈
折
を
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よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
は
A

説
の
理
解
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

　
湖
南
の
中
世
説
は
、
そ
の
こ
後
継
老
た
ち
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
さ

ま
ざ
ま
の
分
野
で
成
果
を
生
ん
だ
。
ま
ず
岡
崎
文
夫
は
、
複
雑
を
き
わ
め
る

六
朝
政
治
史
の
底
流
に
、
貴
族
階
級
と
軍
閥
勢
力
と
の
二
元
性
が
ラ
イ
ト
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
岡
崎
に
よ
れ

ば
、
こ
の
両
者
が
た
が
い
に
結
び
つ
い
て
貴
族
制
国
家
を
形
づ
く
っ
た
と
い

う
。
こ
の
さ
い
に
岡
崎
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
は
、
貴
族
階
級
の
軍
閥
帝
王
に

対
す
る
優
位
性
で
あ
る
。
こ
の
点
は
か
つ
て
湖
南
も
、
六
朝
の
天
子
が
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

階
級
の
共
有
物
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
岡
崎
は
湖
南
の
こ
の

見
解
を
、
歴
史
の
展
開
の
な
か
で
立
証
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
岡
崎
は

ま
た
、
六
朝
時
代
の
社
会
経
済
制
度
に
つ
い
て
も
先
鞭
を
つ
け
た
が
、
以
後

貴
族
（
あ
る
い
は
そ
の
階
級
的
起
点
を
な
す
豪
族
）
の
経
済
的
藩
礎
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
大
土
地
所
有
の
研
究
が
宇
都
宮
清
吉
・
宮
騎
市
定
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、

一
方
、
中
世
的
集
落
と
さ
れ
る
鳩
と
村
の
実
態
が
、
那
波
利
貞
・
宮
川
尚
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

お
よ
び
宮
崎
ら
の
手
で
究
明
さ
れ
た
。
宮
崎
の
九
品
官
人
法
の
分
析
は
、
学

界
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
六
朝
の
官
僚
制
が
そ
の
内
実

に
お
い
て
は
貴
族
制
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

他
、
思
想
史
・
宗
教
史
の
分
野
に
い
た
る
ま
で
、
湖
南
の
六
朝
中
世
説
が
与

え
た
影
響
は
広
汎
で
あ
り
且
つ
深
刻
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
一
々
は
省
略
す
る

が
、
思
想
史
・
宗
教
史
に
つ
い
て
一
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
た
る
担
い
手

が
貴
族
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
貴
族
階
級
が
当

時
の
価
値
体
系
を
把
握
・
体
現
し
て
い
た
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
論
考
を
通

　
　
　
　
　
　
　
⑩

じ
て
説
か
れ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
多
彩
な
研
究
は
、
漢
か
ら
六
朝

に
盃
る
時
期
が
中
国
史
上
の
一
大
転
回
点
で
あ
る
と
い
う
湖
南
の
説
を
承
け

た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
転
回
の
主
体
を
貴
族
階
級
と
見
た
結
果
で
あ

る
。
宇
都
宮
・
宮
崎
ら
は
、
こ
の
時
代
転
換
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
た
。

宇
都
宮
は
、
各
時
代
の
性
格
を
人
格
に
な
ぞ
ら
え
て
時
代
格
な
る
独
特
の
用

語
を
用
い
、
秦
漢
時
代
格
を
政
治
性
、
六
朝
聴
罪
格
を
自
律
性
と
特
徴
づ
け

⑬た
。
そ
れ
は
秦
漢
の
外
向
性
の
時
代
か
ら
内
面
的
精
神
の
時
代
へ
の
転
換
を

見
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
宮
崎
は
こ
の
転
換
の
本
質
を
、
景
気
変
動
と
い
う

経
済
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
と
ら
え
、
そ
こ
に
好
況
の
蒔
代
か
ら
不
況
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

へ
の
屈
折
が
生
起
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
B
説
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
B
説
が
こ
の
時
代
を
秦
漢
時
代
に
連
続
す
る
古
代
と
み
な
す
の
は
、
い
か

な
る
根
拠
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
論
ま
で
を
古
代
と
す
る
説
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

最
初
に
提
唱
し
た
の
は
、
周
知
の
通
り
前
田
瑞
典
で
あ
っ
た
。
前
田
に
お
け

る
そ
の
根
拠
は
、
六
朝
期
の
大
土
地
所
有
制
が
主
と
し
て
奴
隷
制
経
営
に
も

と
づ
い
て
い
た
こ
と
　
（
加
藤
繁
の
説
に
よ
る
）
、
譜
代
均
田
農
民
の
課
役
負

担
の
う
ち
揺
役
の
そ
れ
が
こ
と
に
過
重
で
あ
っ
た
こ
と
、
の
二
点
に
あ
る
。
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中国史の時代区分問題をめぐって（谷Jil）

つ
ま
り
前
田
は
、
六
朝
・
階
唐
期
を
奴
隷
制
時
代
と
臼
し
て
、
こ
れ
を
古
代

と
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
説
は
西
嶋
定
生
に
受
け
つ
が
れ
た
。
し

か
し
西
嶋
の
奴
隷
歯
種
は
前
田
の
そ
れ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
く
、
家
父
長

的
家
内
奴
隷
欄
（
奴
碑
制
）
と
共
同
体
農
民
に
よ
る
仮
作
制
と
の
複
合
的
生

産
関
係
が
漢
代
豪
族
の
大
土
地
所
有
の
経
営
形
態
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
れ
を

中
国
型
奴
隷
制
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
後
に
な
る
と
仮
作
制
は
国
家
的

奴
隷
制
た
る
均
田
制
に
転
化
し
て
、
豪
族
階
級
は
官
僚
と
し
て
国
象
権
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

寄
生
す
る
、
と
展
望
し
た
。
し
か
し
や
が
て
西
嶋
は
こ
の
奴
隷
制
説
を
撤
回

し
、
専
制
的
な
皇
帝
権
力
と
小
農
民
と
の
間
を
結
ぶ
直
接
的
関
係
が
、
漢
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
基
本
的
階
級
関
係
で
あ
る
と
い
う
新
説
を
提
起
し
た
。
両
者
は
皇
帝
の
賜

与
す
る
民
爵
を
媒
介
と
し
て
結
ば
れ
て
お
り
、
農
民
の
側
に
も
あ
る
種
の
自

由
が
保
留
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
単
純
に
奴
隷
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
ま
た
民
の
側
は
、
国
家
権
力
を
媒
介
と
し
て
共
同
体
の
成
員
た

り
え
て
い
る
の
で
、
純
然
た
る
自
由
民
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
権
力

と
人
罠
と
の
支
配
関
係
は
、
個
別
人
身
的
支
配
と
い
う
用
語
で
裏
現
さ
れ
る
。

皇
帝
権
力
は
人
民
の
ひ
と
り
ひ
と
り
を
、
何
も
の
を
も
介
在
さ
せ
る
こ
と
な

く
直
接
に
人
身
的
に
支
配
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
個
別
人
身
的
支
配
は
、
六
朝
以
後
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
今
日
ま
で
数
多
く
の
論
考
を
発
蓑
し
て
き
た
の
は
、
堀
敏

　
　
　
⑯

一
で
あ
る
。
堀
は
、
北
魏
以
後
の
均
田
体
制
を
意
味
づ
け
て
、
国
家
権
力
が

秦
漢
以
来
の
個
別
人
身
的
支
配
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
。

そ
し
て
唐
の
中
期
以
後
、
両
税
法
・
佃
戸
制
な
ど
土
地
を
媒
介
と
す
る
収
取

関
係
が
新
た
に
形
成
さ
れ
、
民
間
に
階
層
的
な
支
配
体
制
が
確
立
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
よ
っ
て
個
別
人
身
的
支
配
の
藤
代
は
終
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
B
説
に
お
け
る
古
代
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
こ
れ
ま
で
B

説
に
指
導
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
西
嶋
・
堀
両
氏
の
説
を
総
合
す
れ
ば
、

国
家
の
小
農
民
に
対
す
る
個
別
人
身
的
支
配
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
対
す
る
立
ち
入
っ
た
検
討
は
し
ぼ
ら
く
措
く
と
し
て
、
A
説
が

重
点
を
お
く
漢
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
時
代
転
換
を
、
B
説
で
は
ど
の
よ
う

に
解
す
る
か
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題
と
な
る
。

　
堀
の
一
連
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
漢
代
に
豪
族
階
級
が
発
生
し
、
郷
里
社
会

の
小
農
民
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
結
ば
れ
た
と
い
う
（
こ
の
限
り
で
は
A

説
と
軌
を
一
に
す
る
）
。
豪
族
は
一
面
大
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
同
時

に
郷
里
社
会
の
共
同
体
秩
序
の
維
持
者
と
い
う
挫
格
を
有
し
た
。
六
朝
期
に

な
る
と
、
後
者
の
面
が
脱
落
し
て
、
地
主
的
収
奪
が
露
骨
化
し
た
。
こ
の
事

態
は
小
農
民
の
没
落
を
う
な
が
す
結
果
を
生
ん
だ
の
で
、
矛
盾
緩
和
の
た
め

に
国
家
が
の
り
出
し
、
地
主
支
配
を
抑
制
し
、
郷
里
社
会
の
共
同
体
的
諸
機

能
（
山
沢
管
理
な
ど
）
を
掌
握
し
て
、
小
農
昆
に
対
す
る
直
接
支
配
を
再
建

す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
均
田
制
、
三
長
制
等
々
の
い
わ
ゆ
る
均
田
体
制
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
体
制
の
も
と
で
豪
族
（
貴
族
）
階
級
は
寄
生
宮
僚
と
し
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て
転
身
延
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
解
を
図
式
化
し
て
み
る
と
、
個
別
人
身
的
支
配
ー
ー
地
主
三

一
欄
別
人
身
的
支
配
∬
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
地
主
制
の
盛
行
は

た
し
か
に
個
別
人
身
的
支
配
を
一
か
ら
丑
へ
媒
介
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
け

れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
枠
組
み
自
体
を
変
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
主

階
級
た
る
豪
族
（
貴
族
）
層
も
ま
た
、
結
局
は
国
家
官
僚
の
枠
を
の
り
こ
え

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
漢
か
ら
六
朝
に

至
る
時
代
の
進
展
は
、
個
別
人
身
的
支
配
と
い
う
体
制
の
原
理
を
変
革
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

①
　
湖
南
の
『
支
那
論
』
（
内
藤
湖
南
全
集
五
所
収
）
に
は
中
國
の
貴
族
政
治
の
墨
形

　
態
を
述
べ
て
、
帳
代
の
封
建
制
、
前
漢
の
外
戚
政
治
、
六
朝
、
晴
唐
の
名
族
政
治

’
を
挙
げ
て
い
る
。
「
概
括
的
唐
宋
時
代
観
」
（
全
集
八
）
に
な
る
と
「
田
子
政
治
は
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
朝
か
ら
唐
の
中
世
ま
で
を
最
も
盛
な
る
時
代
と
し
た
。
勿
論
此
貴
族
政
治
は
、
上

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
古
の
氏
族
政
治
と
は
全
く
別
物
で
、
壁
代
の
封
建
政
治
と
も
関
係
が
な
く
、
一
種

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ミ

　
特
励
な
も
の
で
あ
る
。
此
時
代
の
支
那
の
貴
族
は
、
制
度
と
し
て
天
子
か
ら
領
土

　
人
民
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
其
家
柄
が
自
然
に
地
方
の
名
望
家
と

　
し
て
永
続
し
た
る
関
係
か
ら
生
じ
た
る
も
の
で
、
所
謂
郡
望
な
る
も
の
の
本
体
が

　
こ
れ
で
あ
る
。
（
傍
点
引
用
者
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
支
那
近
世
史
』
（
全
集
一
〇
）

　
で
は
、
傍
点
を
附
し
た
部
分
が
「
上
古
の
宗
教
的
な
氏
族
政
治
と
は
全
く
別
物
で
、

　
武
人
を
中
心
と
し
た
封
建
政
治
と
も
別
種
の
も
の
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

②
　
「
但
し
秦
漢
以
後
は
此
の
貴
族
政
治
（
周
代
の
封
建
制
度
－
引
用
者
）
に
幾
ら

　
か
看
主
独
裁
、
並
に
平
罠
政
治
の
意
嚢
を
加
味
し
て
居
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

　
け
れ
ど
も
、
是
は
戦
国
の
後
を
受
け
た
実
力
本
位
時
代
の
余
波
と
、
並
び
に
其
時

　
に
産
戯
し
た
政
治
上
の
理
想
で
加
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
実
際
に
於
て
は
、

　
矢
張
り
何
時
で
も
権
力
は
費
族
の
手
申
に
在
る
の
で
あ
る
」
（
支
那
論
）
。

③
　
『
支
那
中
右
の
文
化
』
（
全
集
一
〇
）
。

④
　
註
①
所
望
「
概
抵
的
唐
宋
時
代
観
」
の
一
節
参
照
。

⑤
　
『
魏
習
南
北
朝
通
史
』
（
弘
文
堂
、
一
九
三
二
年
初
版
）
は
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
で

　
書
か
れ
て
い
る
。

⑥
「
斯
う
云
う
有
様
で
あ
る
か
ら
、
潜
主
の
地
位
と
云
う
も
の
は
、
各
階
級
の
上

　
に
超
越
し
た
所
の
絶
大
の
権
力
で
も
っ
て
各
階
級
を
支
配
す
る
と
薫
う
の
で
は
な

　
く
し
て
、
詰
り
貴
族
の
間
に
居
っ
て
、
そ
う
し
て
貴
族
と
共
に
天
下
を
有
っ
て
居

　
る
と
云
う
よ
う
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
霜
主
は
大
き
く
言
え
ば
、
貴

　
族
階
級
の
私
有
物
、
小
さ
く
言
え
ば
、
其
の
一
家
族
の
私
有
物
の
よ
う
な
地
位

　
で
、
…
…
」
（
支
那
論
）
。
「
貴
族
政
治
時
代
に
於
け
る
戸
主
の
位
鷺
は
、
時
と
し
て

　
実
力
あ
る
も
の
が
階
級
を
超
越
し
て
占
む
る
察
あ
り
て
も
、
既
に
君
主
と
な
れ
ば

　
貴
族
階
級
中
の
一
の
機
関
た
る
宴
を
免
る
る
事
が
娼
来
な
い
。
即
ち
翼
主
は
貴
族

　
階
級
の
共
有
物
で
、
そ
の
政
治
は
費
族
の
特
権
を
認
め
た
上
に
実
行
し
得
る
の
で

　
あ
っ
て
、
　
一
人
で
絶
対
の
権
力
を
有
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
（
概
括
的
唐
宋
時

　
代
観
）
。

⑦
　
宇
都
宮
清
吉
「
憧
約
研
究
」
『
酒
代
社
会
経
済
史
研
究
』
（
弘
文
堂
、
一
九
五
五

　
年
）
所
収
、
宮
崎
市
定
「
部
曲
か
ら
佃
戸
へ
－
唐
宋
間
社
会
変
革
の
一
面
」
『
宮

　
崎
市
定
ア
ジ
ア
史
論
考
隔
中
巻
（
朝
臼
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）
・
「
中
国
史
上

　
の
荘
園
」
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
四
』
（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
四
年
）
所
収
、
な

　
ど
。

⑧
　
那
波
利
貞
「
鳩
艶
態
」
（
『
東
亜
人
文
学
報
』
ニ
ー
四
）
、
宮
川
尚
志
「
六
朝
時

　
代
の
村
に
つ
い
て
」
『
六
朝
史
研
究
政
治
社
会
篇
』
（
学
術
振
興
会
、
一
九
五
六

　
年
）
、
宮
崎
市
定
「
・
甲
国
に
お
け
る
村
制
の
成
立
i
古
代
帝
国
崩
壊
の
一
面
」
、
前

　
掲
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
巻
所
収
。

⑨
　
『
九
品
官
人
法
の
研
究
科
挙
前
史
瞼
（
東
洋
史
研
究
会
、
｝
九
五
六
年
）
。
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⑩
村
上
嘉
実
『
六
朝
思
想
史
研
究
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
四
年
）
、
吉
川
忠
夫

　
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
（
同
三
舎
、
一
九
八
四
年
）
。

⑪
　
「
東
洋
申
出
史
の
領
域
」
前
掲
『
二
代
社
会
経
済
史
研
究
臨
所
収
。

⑫
　
　
「
六
朝
階
唐
の
社
会
し
前
掲
圃
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
巻
・
『
中
国
史
㎞
上
（
岩

　
波
全
書
、
一
九
七
七
年
）
。

⑬
「
東
ア
ジ
ヤ
に
於
け
る
古
代
の
終
末
」
『
元
朝
史
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
七
三
年
）
所
収
。

⑭
「
古
代
国
家
の
権
力
構
造
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
国
家
権
力
の
諸
段
階
臨
（
岩

　
波
霞
店
、
一
九
五
〇
年
）
所
収
。

⑮
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
…
一
二
十
等
爵
制
の
研
究
ー
ー
』
（
東
京
大
学

　
出
版
会
、
一
九
六
一
年
）
。
な
お
西
嶋
に
よ
る
冊
封
体
三
論
は
、
こ
の
新
説
を
周

　
辺
民
族
と
の
関
係
に
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
時

　
代
区
分
論
は
東
ア
ジ
ア
世
界
論
に
た
だ
ち
に
影
響
す
る
は
ず
で
あ
る
。
私
は
、
西

　
嶋
の
冊
封
体
制
に
依
拠
し
つ
つ
、
A
説
の
立
場
に
も
と
づ
い
て
、
漢
と
六
朝
の
問

　
に
、
冊
封
関
係
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
「
東
ア
ジ
ア
世
界
形
成
期
の

　
史
的
構
造
－
冊
封
体
制
を
中
心
と
し
て
一
」
唐
代
史
研
究
会
編
『
階
隠
帝
国

　
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
）
。

⑯
そ
れ
ら
は
『
均
田
制
の
研
究
i
巾
國
古
代
国
家
の
土
地
対
策
と
土
地
所
有
制

　
－
臨
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
第
一
篇
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑰
「
中
国
の
律
令
鰯
と
農
属
支
配
」
（
歴
史
学
研
究
会
編
コ
九
七
八
年
度
歴
史

　
学
研
究
会
大
会
報
告
』
）
。

三
　
国
家
権
力
と
貴
族
制

　
漢
か
ら
六
朝
へ
の
過
程
を
中
心
に
し
て
み
た
場
合
、
A
・
B
両
説
の
理
解

に
は
以
上
の
よ
う
に
い
ち
じ
る
し
い
差
異
が
あ
る
が
、
し
か
し
爾
説
が
対
象

と
し
て
と
り
上
げ
る
歴
史
事
象
は
さ
ほ
ど
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
な
く
、
む

し
ろ
、
同
一
事
象
に
対
す
る
見
方
の
相
違
が
、
時
代
区
分
上
の
相
違
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
両
説
の
相
違
の

本
質
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
A
説
が
六
朝
時
代
を
貴
族
政
治
の
時
代
と
性
格
づ
け
る
と
き
、
そ
の
最
大

の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
九
品
官
人
法
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
B
説
で
は
、
こ
の
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
堀
に
よ
る
幾
つ
か
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
総
合
す

れ
ば
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
う
る
。

　
九
品
官
人
法
は
、
宮
崎
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
帰
還
と
宮
品
の

対
応
関
係
に
も
と
づ
い
て
運
用
さ
れ
る
、
貴
族
主
義
龍
宮
吏
登
用
法
で
あ
る
。

郷
贔
は
同
郷
人
士
の
評
価
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
等
級
で
、
こ
れ
が
登
富
後

の
宕
贔
と
昇
進
コ
ー
ス
を
規
定
す
る
。
良
い
家
柄
の
出
身
者
は
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
高
い
郷
品
を
得
、
し
た
が
っ
て
高
い
官
品
が
保
証
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
貴
族
の
官
界
に
お
け
る
地
位
を
保
証
す
る
も
の
は
、
皇
帝
権
力
に
あ

る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
実
力
で
あ
る
。
当
時
の
政

権
は
漢
帝
国
の
基
礎
に
あ
っ
た
共
同
体
の
崩
壊
の
現
実
に
直
面
し
て
、
申
央

集
権
の
強
化
を
計
る
。
九
品
中
正
制
度
は
一
面
で
こ
の
よ
う
な
意
味
を
有
し

た
。
し
か
し
そ
の
一
方
「
地
方
で
実
力
を
に
ぎ
っ
て
い
る
豪
族
勢
力
を
顧
慮

し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
豪
族
勢
力
の
意
菟
を
官
人
候
補
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カ
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

者
の
選
挙
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
九
品
中
正
制
度
の
一
面
で
あ
る

（
傍
点
引
用
者
）
」
（
「
九
品
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
四
五
）
。

　
以
上
は
九
品
官
人
法
に
対
す
る
堀
の
理
解
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
A
説
と

ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
試
み
に
、
宮
崎
の
九
品
官
人
法
に

関
す
る
言
説
を
対
麗
し
て
み
よ
う
。

　
　
《
こ
の
立
法
の
趣
旨
（
宮
吏
候
補
者
の
精
選
の
た
め
に
厳
格
な
資
格
審

　
　
査
を
行
う
こ
と
一
引
用
者
）
は
甚
だ
良
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時

　
　
は
社
会
に
貴
族
的
ム
ー
ド
が
横
署
し
て
い
た
折
な
の
で
、
こ
の
新
法
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
忽
ち
骨
抜
き
に
さ
れ
、
反
っ
て
貴
族
制
を
擁
護
す
る
防
波
堤
と
化
し
て

　
　
し
ま
っ
た
（
傍
点
引
用
者
）
》
（
岩
波
全
書
版
『
中
国
史
』
上
、
二
二
五

　
　
頁
）

　
　
《
人
才
を
因
縁
に
左
右
さ
れ
ず
に
登
用
す
る
と
い
う
当
初
の
目
的
は
失

　
　
わ
れ
な
が
ら
、
地
方
を
中
央
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
効
果
は
収
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
が
出
来
た
と
思
わ
れ
る
。
併
し
そ
の
結
果
は
、
中
央
地
方
を
通
じ
て

　
　
混
然
と
し
た
一
団
の
貴
族
群
の
成
立
を
見
る
に
至
り
、
そ
の
間
に
自
然

　
　
に
全
国
的
な
家
格
の
等
級
が
定
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
傍
点

　
　
引
用
者
）
》
（
同
上
）
。

　
堀
と
宮
崎
の
ど
ち
ら
も
国
家
意
志
と
貴
族
勢
力
と
の
関
係
を
主
題
と
し
て

述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
微
妙
な
ち
が
い
が
あ
る
。
宮
崎
の
方
は
こ

の
長
老
の
く
い
ち
が
い
を
「
反
っ
て
」
と
か
「
併
し
そ
の
結
果
は
」
の
語
で

表
わ
し
て
い
る
が
、
堀
の
方
は
、
国
家
意
志
が
貴
族
勢
力
に
対
抗
し
、
あ
る

い
は
こ
れ
を
取
り
こ
ん
だ
制
度
と
し
て
九
品
官
人
法
を
記
述
し
て
い
る
。
宮

綺
の
場
合
、
当
時
の
社
会
全
体
が
貴
族
主
義
に
染
ま
っ
て
い
る
た
め
、
国
家

の
政
策
ま
で
も
が
意
図
に
反
し
て
貴
族
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

る
。
こ
れ
を
敷
術
し
て
い
え
ぱ
当
時
の
社
会
の
本
質
は
貴
族
主
義
に
あ
り
、

国
家
権
力
は
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
稲
置
的
な
位
置
に
あ
っ
て
、
そ
の
規
定
を
受

け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て

堀
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
。
貴
族
勢
力
の
実
力
を
認
め
つ
つ
も
、
主
体
は
あ

く
ま
で
国
家
の
側
に
あ
る
。
九
品
官
人
法
に
か
ぎ
ら
ず
、
当
時
の
私
的
土
地

所
有
の
公
認
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
占
田
・
課
田
法
、
あ
る
い
は
私
的
従

属
関
係
の
国
家
的
承
認
を
示
す
と
さ
れ
る
給
客
制
等
々
も
ま
た
、
堀
は
一
面

で
そ
う
し
た
面
の
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
他
方
で
国
家
権
力
の
土
地
私
有

制
や
客
制
度
へ
の
介
入
・
規
制
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
論
法
を
よ
り
単
純

化
し
て
い
え
ば
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
歴
史
的
事
態
の
国
家
権
力
に
よ
る
承
認

は
、
す
な
わ
ち
国
家
権
力
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
新
事
態
に
介
入
し
、

支
配
を
深
化
・
拡
大
す
る
こ
と
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
、
A
・
B
両
説
の
位
置
関
係
は
、
か
な
り
明
白
と
な
る
。

A
説
が
漢
代
か
ら
六
朝
時
代
を
劃
す
べ
き
時
代
的
特
徴
と
し
て
き
た
諸
事
象

に
つ
き
、
B
説
で
は
一
面
で
そ
の
事
実
を
認
め
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
れ
ら
を
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漢
代
か
ら
一
貫
し
て
存
続
す
る
国
家
権
力
強
化
の
二
分
と
し
て
解
釈
す
る
の

で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
A
説
の
中
世
論
は
、
B
説
で
は
古
代

国
家
再
編
論
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
A
・
B
両
説
は
、
六
朝
史
に
関
す
る
限
り
、
き
わ
め
て
接
近
し
た

も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
原
因
の
一
斑
は
、
A
説
の
成
果
を
と
り
入
れ
て
、
こ

れ
を
B
説
の
立
場
か
ら
消
化
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
き
た
堀
の
努
力
に
帰
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
両
説
が
あ

　
　
　
ヘ
　
へ
　
た
　
へ

く
ま
で
接
近
し
た
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
根
本
に
お
い
て
平
行
線
を
な

し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
一
致

せ
ざ
る
極
限
の
一
点
は
何
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
六
朝
の
属
僚
に
対
す
る

理
解
の
相
違
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
朝
の
主
家
権
力
と
貴
族
勢
力
と
が
来
源

を
異
に
す
る
二
つ
の
力
で
あ
る
こ
と
は
A
説
も
こ
れ
を
認
め
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
へ

が
、
し
か
し
そ
れ
は
結
局
は
一
元
化
し
て
、
貴
族
階
級
の
国
家
権
力
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
困
家
は
社
会
全
般
を
お
お
う
貴
族
制
の
政
治
的
機
能
と
な
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
B
説
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
西
嶋
が
主
張
す
る

よ
う
に
、
平
谷
の
基
本
的
階
級
関
係
は
、
皇
帝
権
力
と
小
農
民
の
個
別
人
身

的
支
配
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
権
力
は
階
級
関
係
の
一
方
の
当
事

者
と
み
な
さ
れ
る
。
六
朝
時
代
が
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

六
朝
の
皇
帝
権
力
な
い
し
国
家
権
力
も
ま
た
、
同
じ
観
点
で
と
ら
え
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
貴
族
権
力
の
集
中
形
式
な
の
で
は
な

く
て
、
そ
れ
か
ら
自
立
し
た
、
階
級
関
係
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
国
家
が
社
会
諸
階
級
（
こ
こ
で
は
貴
族
階
級
）
か
ら
自
立
し

て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
階
級
で
あ
る
根
提
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
堀
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
を
想
起
す
る
。

　
　
《
西
嶋
氏
も
は
じ
め
は
漢
代
を
家
父
長
里
象
内
奴
隷
制
の
社
会
と
み
て

　
　
い
た
が
、
右
の
著
述
　
（
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
』
　
　
引
用

　
　
者
）
で
は
主
要
な
骨
接
生
産
者
を
奴
隷
で
は
な
く
小
農
民
と
し
、
皇
帝

　
　
と
小
農
民
と
の
間
に
基
本
的
な
階
級
関
係
が
あ
る
と
し
た
。
氏
に
か
ぎ

　
　
っ
て
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
の
転
換
に
、
な
に
ほ

　
　
ど
か
マ
ル
ク
ス
の
草
稿
『
資
本
主
義
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
の
影

　
　
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
た
だ
し
そ
こ
に
描
か
れ
た
ア
ジ

　
　
ァ
的
形
態
を
そ
の
ま
ま
中
国
史
上
に
も
と
め
れ
ば
、
股
周
社
会
を
お
い

　
　
て
な
い
。
問
題
は
股
周
社
会
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
氏
族
共
同
体
が
解

　
　
体
し
た
の
ち
、
古
典
古
代
的
な
奴
隷
制
が
展
開
せ
ず
、
小
規
模
な
家
族

　
　
に
よ
っ
て
小
規
模
な
経
営
を
お
こ
な
う
農
民
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
支
配

　
　
す
る
秦
漢
以
降
の
専
制
国
家
が
形
成
さ
れ
た
点
に
あ
る
》
（
『
均
田
舗
の

　
　
研
究
』
岩
波
書
店
、
　
一
九
七
五
年
、
は
し
が
き
）
。

　
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
ア
ジ
ア
的
形
態
と
は
マ
ル
ク
ス
の
い
う
総
体
的
奴
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
の
こ
と
で
あ
る
が
、
堀
は
こ
れ
を
中
国
史
上
で
は
股
周
時
代
に
比
定
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
社
会
構
成
は
春
秋
戦
国
の
変
動
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
が
、
し
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か
し
そ
の
後
に
構
築
さ
れ
た
秦
漢
帝
国
も
古
典
古
代
的
奴
隷
制
社
会
に
進
ま

ず
、
専
制
国
家
対
面
農
民
の
個
別
人
身
的
支
配
関
係
へ
結
果
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
い
え
ば
、
個
別
人
身
的
支
配
は
、
ア
ジ
ア
的
形
態
U

総
体
的
奴
隷
欄
の
転
身
し
た
す
が
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
個
別
人
身
的
支
配
の
第
二
段
階
た
る
六

朝
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
六
朝
の
国
家
権
力
を
貴
族
階
級
か
ら
自
立
し
た
権
力
と
み
な
し
、
小
農
民

の
対
極
に
あ
る
一
種
の
階
級
と
考
え
る
B
説
は
、
六
朝
社
会
を
ア
ジ
ア
的
構

成
と
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
「
ア
ジ
ア
的
」
な
る
も
の
は
、
右
の
一
節
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「
古
典
的
睦
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
的
」
古
代
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
古
代
に
対
置
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」

携
成
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
全
構
成
に
対
し
て
、
特
異
な
位
置
を
占
め

る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対
比
に

よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
B
説
が
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
史
の
発
展
コ
ー

ス
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
、
説
を
展
開
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
方
、
A
説
も
ま
た
、
湖
南
以
来
一
種
世
界
史
的
見
地
か
ら
、
中
国
史
の

時
代
区
分
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
史
と
の
類
比
の
意
識
で
あ
っ
て
、
差
異
あ
る
も
の
を
比
較
す
る
意

識
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
湖
南
は
中
国
史
の
発
展
を
一

　
　
　
　
　
　
　
②

本
の
樹
に
た
と
え
た
。
そ
れ
自
身
一
個
の
世
界
史
を
形
成
し
て
い
る
と
い
ヶ

意
味
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、
文
明

の
進
歩
の
上
で
、
大
局
的
に
は
同
じ
歩
み
を
歩
む
の
で
あ
る
。
貴
族
政
治
、

君
主
独
裁
政
治
等
々
の
概
念
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
文
化
史
的
概
念
に
他
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
貴
族
政
治
に
専
制
的
性
格
が
刻
印
さ
れ
て
い
よ

う
と
も
、
そ
れ
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
宮
崎
の
都
市
国
家
論
に
つ
い

て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対
比

を
強
く
意
識
す
る
B
説
に
と
っ
て
、
そ
の
専
制
的
性
格
は
看
過
で
き
な
い
問

題
と
な
る
。
湖
南
が
近
代
の
「
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
軽
視
し
」
た

　
　
　
　
　
　
③

と
非
難
す
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
否
は
と
も

か
く
と
し
て
、
こ
う
し
た
中
国
史
の
見
方
の
相
違
は
、
近
代
史
の
理
解
の
問

題
に
ま
で
連
動
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
A
・
B
両
説
の
六
朝
論
を
検
討
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、

世
界
史
の
な
か
で
中
国
史
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
大
問
題
に
ゆ
き
つ
く
。
そ

し
て
そ
の
差
異
を
六
朝
史
に
即
し
て
見
る
な
ら
ば
、
国
家
権
力
と
貴
族
制
と

の
関
係
の
問
題
に
帰
結
す
る
。
こ
の
問
題
は
ま
た
、
九
品
官
人
法
、
給
客
法
、

占
田
・
課
田
制
そ
の
他
万
般
の
事
象
の
理
解
の
問
題
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら

個
々
の
実
譲
的
研
究
と
先
述
の
大
局
的
課
題
と
は
相
互
に
わ
た
り
あ
っ
て
い
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中国史の蒔代区分問題をめぐって（谷川）

る
の
で
あ
り
、
偶
別
的
研
究
は
大
局
論
に
つ
な
が
り
、
ま
た
逆
に
、
大
局
的

見
地
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
研
究
は
そ
の
意
義
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
極
を
結
ん
で
き
た
の
が
時
代
区
分
論
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
今
日

な
お
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
こ
の
こ
と
は
第
一
章
註
①
に
掲
げ
た
「
中
国
に
お
け
る
申
世
世
界
の
形
成
」
で

　
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

②
　
『
支
那
上
古
史
』
（
全
集
十
）

③
第
一
章
註
①
所
掲
、
堀
「
東
ア
ジ
ア
の
中
世
」
。
堀
は
ま
た
『
均
田
制
の
研
究
』

　
の
「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
「
晩
年
の
博
士
（
湖
南
を
さ
す
1
引
用
者
）
は
、
中

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
国
の
伝
統
文
化
が
世
界
の
将
来
に
は
た
す
指
導
的
な
役
割
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は

　
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
現
在
の
私
た
ち
は
伝
統
中
国
に
た
い
す
る
い
わ
ゆ
る

　
西
欧
の
衝
撃
と
、
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
革
命
の
苦
難
の
道
程
を
考
え
て
、
革

　
命
中
国
が
世
界
に
何
を
寄
与
す
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
あ
ら

　
た
め
て
伝
統
蛸
屋
と
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
き
て
い
る
」
と
述

　
べ
て
い
る
が
、
私
に
は
右
の
よ
う
な
湖
南
の
主
張
が
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
は
お
も

　
わ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は

　
「
晩
年
の
博
士
」
に
よ
る
次
の
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。
「
勿
論
従
来
は
自
分
等
も

　
支
那
の
改
革
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
に
考
え
、
数
十
年
来
支
那
が
採
り

　
来
っ
た
方
針
に
つ
い
て
も
、
そ
の
外
国
の
長
所
を
採
用
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
不

　
可
と
は
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
改
革
論
が
だ
ん
だ
ん
に
発
展
し
て
来
た

　
結
果
、
結
局
は
矢
張
登
園
か
ら
の
借
物
は
支
那
に
芽
生
え
べ
き
も
の
で
は
な
く
し

　
て
、
支
那
自
体
が
生
ん
だ
と
こ
ろ
の
思
想
並
に
社
会
組
織
で
な
け
れ
ば
、
支
那
に

　
は
と
う
て
い
芽
生
え
る
こ
と
が
禺
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
の

　
で
…
…
」
（
「
支
那
に
還
れ
」
『
東
洋
文
化
史
研
究
隔
全
集
八
、
　
九
二
六
年
）
。
こ

　
こ
に
は
「
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
軽
視
」
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
に
よ
っ

て
方
向
を
見
失
な
っ
た
中
国
を
い
か
に
立
て
直
し
て
ゆ
く
か
、
真
蟄
に
考
え
る
湖

南
の
す
が
た
が
あ
る
。

余

論

　
本
稿
で
述
べ
よ
う
と
す
る
事
柄
は
ほ
ぼ
以
上
で
尽
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で

は
ど
の
よ
う
に
し
て
今
日
の
固
定
し
た
平
行
状
態
に
動
き
を
与
え
て
ゆ
く
か
、

こ
の
こ
と
を
残
さ
れ
た
紙
数
で
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
に
な
る
と
多
少

私
見
を
交
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
は
お
ゆ
る
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
て
B
説
は
六
朝
国
家
に
、
貴
族
階
級
か
ら
超
越
し
た
独
自
の
階
級
権
力

を
見
る
が
、
た
と
い
A
説
の
立
場
に
立
と
う
と
も
、
そ
の
こ
と
を
無
下
に
虚

妄
と
し
て
否
定
し
去
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
時
代
を
中
世
と
規
定
し

て
も
、
大
勢
は
封
建
領
主
制
を
成
立
さ
せ
ず
、
官
僚
貴
族
制
を
現
出
し
た
の

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
A
説
に
立
つ
人
び
と
も
っ
と
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
背
景
に
、
統
一
的
傾
向
を
つ
よ
く
帯
び
た

国
家
権
力
の
存
在
を
想
定
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
国
象
権

力
の
特
質
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
専
制
権
力
の
存
在
を

最
初
か
ら
強
く
意
識
し
、
こ
れ
を
思
考
の
前
提
と
す
る
B
説
か
ら
は
、
こ
れ

　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
対
す
る
答
え
は
か
え
っ
て
出
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
解
く
た
め
に
は

む
し
ろ
A
説
の
立
場
が
有
効
と
お
も
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
A
説

の
方
で
も
十
分
意
識
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
官
僚
制
と
貴
族
制
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、
形
式
は
官
僚
制

だ
が
実
質
は
貴
族
制
、
と
い
う
風
に
、
形
式
と
実
質
の
二
元
論
で
説
明
す
る

仕
方
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
決
し
て
あ
や
ま
り
と
は
い

え
な
い
が
、
こ
の
形
式
と
実
質
の
関
係
を
さ
ら
に
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
っ
た
い
、
貴
族
勢
力
の
実
体
そ
の
も
の
に
、
官
僚
制
的
性
格
、
い
い
か

え
れ
ば
権
力
集
中
に
向
う
性
格
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

湖
南
に
よ
れ
ば
、
代
々
官
僚
を
出
し
た
寡
柄
が
自
然
に
地
方
の
名
望
象
と
な

っ
た
の
が
六
朝
貴
族
の
由
来
で
あ
る
。
漢
代
官
僚
制
に
来
厚
し
て
い
る
こ
と

も
六
朝
貴
族
の
か
か
る
性
格
を
示
唆
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

名
望
家
支
配
の
実
体
は
、
大
土
地
経
営
者
と
い
う
一
面
の
ほ
か
に
、
宗
族
・

郷
党
の
各
家
族
（
大
小
の
土
地
所
有
者
）
の
宗
主
的
位
置
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
。
学
業
社
会
の
崩
壊
は
同
姓
・
異
姓
の
各
塗
装
を
し
て
新
た
な
る
虚
栄

結
合
の
必
要
を
感
ぜ
し
め
る
が
、
そ
の
結
合
の
紐
帯
と
な
っ
た
の
は
、
家
族

の
外
側
に
あ
る
神
異
な
力
で
は
な
く
て
、
家
族
群
中
の
特
定
の
家
族
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
家
族
1
1
土
地
所
有
者
と
い
う
点
で
は
他
の
家
族
と
同
じ
次
元

に
あ
る
特
定
の
家
が
、
家
族
群
全
体
の
統
轄
者
と
な
り
う
る
の
は
、
当
該
家

族
（
あ
る
い
は
そ
の
家
族
員
）
の
卓
越
し
た
人
間
的
資
質
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
統
轄
が
自
立
し
た
諸
家
族
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
は
管

理
的
、
す
な
わ
ち
官
僚
制
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
特
定
の

卓
越
し
た
家
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
貴
族
制
的
一
面

を
窩
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
貴
族
勢
力
の
壁
構
造
の
中
に
、

す
で
に
官
僚
制
と
貴
族
制
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
地
方
的
構
造
が
九
品
官
人
法
の
郷
評
の
発
源
の
場
と
な
り
、
ま
た
地

方
政
府
に
よ
る
名
望
家
辟
召
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
制
度
を
通
じ
て
、
地
方
名
族
は
政
権
に
結
び
つ

く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
す
で
に
か
れ
ら
相
互
の
連
帯
が
人
物
評
論
や
世

論
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
全
国
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
は
、
か
つ
て
川
勝
義
雄
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
た
ち
は
こ
こ
に
も
、
当
時
に
お
け
る
中
央
・
地
方
の
社
会
的
結
合
の
重
要

な
契
機
が
卓
越
し
た
人
格
に
あ
っ
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
結
合
体
を
ひ
と
つ
の
統

一
意
志
に
結
集
す
る
た
め
に
は
、
強
力
な
ゲ
ヴ
ァ
ル
ト
を
必
須
と
す
る
。
そ

の
役
割
を
に
な
う
の
は
中
央
政
権
で
あ
り
、
こ
と
に
そ
の
軍
事
力
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
か
に
も
貴
族
勢
力
と
は
異
質
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
や
は
り
漢
的

社
会
の
解
体
の
な
か
か
ら
新
し
く
集
団
形
成
を
行
な
っ
た
勢
力
で
あ
り
、
名

望
家
集
団
か
ら
出
発
し
て
軍
閥
化
し
た
例
は
、
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
。
平

時
の
名
望
家
勢
力
も
、
戦
時
に
な
れ
ば
そ
の
内
部
の
結
束
を
一
段
と
強
化
し

て
軍
事
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
政
府
の
核
を
構
成
す
る
軍

閥
集
団
は
、
当
時
普
遍
的
に
発
生
し
た
諸
集
団
の
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
唯
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③

一
特
殊
な
集
団
と
し
て
他
集
団
の
統
合
の
か
な
め
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
皇

帝
権
力
が
貴
族
階
級
一
般
に
対
し
て
、
抑
圧
的
な
場
合
が
あ
り
、
ま
た
一
方

同
化
し
よ
う
と
つ
と
め
る
場
合
が
あ
る
の
は
、
皇
帝
権
力
の
も
っ
こ
の
普
遍

と
特
殊
の
両
面
が
そ
れ
ぞ
れ
に
機
能
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
国
家
権
力
と
い
い
貴
族
勢
力
と
い
う
も
、
そ
の
本
源
を
さ
ぐ

れ
ば
決
し
て
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
家
族
の
統
合
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ

リ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
統
合
の
仕
方
の
う
ち
に
こ

そ
、
時
代
の
質
は
見
出
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
の
立
ち
入
っ
た
考
察
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
時
代
区
分
問
題

を
い
ま
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
幾
多
の
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
課

題
が
か
ら
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、

究
極
的
に
、
中
国
史
を
普
遍
史
的
な
視
点
に
お
い
て
ど
う
理
解
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
時
代
区
分
論
議
が
戦
後
の
日
本
に

お
け
る
中
国
史
研
究
の
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
の
活
況
を
呈

し
た
理
由
も
、
そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
区
分
問
題
そ
の

も
の
は
ひ
と
先
ず
措
く
と
し
て
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
る
課
題
の
重
要
性
は
、

今
も
な
お
失
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
課
題
を
解
く
た
め
に
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
と
の
比
較
論
の
枠
を
一
歩
越
え
て
、
中
国
社
会
そ
の
も
の
の
入
間

存
在
論
的
構
造
の
探
究
に
降
り
立
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
①
　
B
説
が
国
家
を
先
験
的
な
存
在
と
し
て
取
扱
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
、
私
は
拙

　
　
稿
「
階
唐
政
治
史
に
関
す
る
二
三
の
問
題
1
と
く
に
古
代
末
期
説
を
め
ぐ
っ
て

　
　
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
四
i
三
）
で
述
べ
て
お
い
た
。

　
②
　
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
、
第
一
部
第
三
章

　
　
魏
・
西
晋
の
貴
族
層
と
郷
論
。

　
③
　
川
勝
前
掲
書
第
H
部
第
一
章
曹
操
軍
団
の
構
成
、
拙
稿
「
試
論
・
階
唐
国
家
の

　
　
歴
史
的
構
造
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
七
一
号
）

　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
教
授
　
京
都
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