
西
田
幾
多
郎
の
高
足
で
あ
り
、
旧
版
の
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
下
村
寅
太
郎
は
、
「
西
田
哲
学
の
「
主
著
」
」
と
題
し

た
文
章
の
な
か
で
西
田
の
著
作
の
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
『
善
の
研
究
』
以
後
の
西
田
先
生
の
著
作
は
、
す
べ
て
論
文
集

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
、
独
立
し
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
完
結
し
て
い
る
。
し
か
し
直
ち
に
次
の
論
文
を
呼
び
起
す
。
互
に
相

、
、
、

呼
応
し
な
が
ら
発
展
し
て
ゆ
く
。
常
に
次
の
論
文
は
前
の
論
文
を
超
え
て
ゆ
く
。
そ
れ
故
、
各
々
の
論
文
は
完
結
し
な
が
ら
未
完
結
で
あ
る
。

、
、

…
…
む
し
ろ
全
集
全
体
が
長
大
な
論
文
集
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
何
れ
の
論
文
に
も
全
思
想
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
（
‐
）
」
。
西
田

が
発
表
し
た
論
文
は
も
ち
ろ
ん
形
の
上
で
は
完
結
し
て
い
る
が
、
し
か
し
問
題
は
そ
こ
で
解
き
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
新
し
い

別
の
観
点
か
ら
の
考
察
を
呼
び
起
こ
し
、
次
の
論
文
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ど
の
論
文
も
そ
の
前

後
の
論
文
と
の
強
い
関
わ
り
の
な
か
で
書
か
れ
た
。
「
完
結
し
な
が
ら
未
完
結
で
あ
る
」
と
い
う
下
村
の
言
葉
は
、
西
田
の
論
文
の
性
格
を
言

い
当
て
て
妙
で
あ
る
。
下
村
の
言
う
意
味
で
『
西
田
全
集
』
全
体
を
一
つ
の
「
長
大
な
論
文
集
」
と
見
な
す
こ
と
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
つ
な
が
り
が
必
ず
し
も
見
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
一
九
四
一
年
九
月
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
三
ヶ
月
前
に
西
田
は
「
国
家

理
由
の
問
題
」
と
題
し
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
直
前
に
書
か
れ
た
の
は
芸
術
論
（
「
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
の
芸
術
的
創
作
」
）
で

あ
っ
た
。
「
国
家
理
由
の
問
題
」
を
発
表
し
た
あ
と
は
、
リ
ュ
ウ
マ
チ
の
た
め
に
し
ば
ら
く
執
筆
が
途
絶
え
た
が
、
快
復
後
に
書
か
れ
た
の
は
「
知

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論
〔
藤
田
〕

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論

藤
田
正
勝

二

七



あ
ろ
う
。

こ
の
「
国
家
理
由
」
と
い
う
表
現
を
西
田
は
そ
れ
以
前
の
論
文
で
は
用
い
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
は
じ
め

て
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
を
手
が
か
り
に
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
論
文
を
通
し

て
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
に
、
「
国
家
理
由
」
が
望
儲
一
患
い
ｏ
弓
の
訳
語
で
あ
る
こ
と
（
２
）
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
『
近
代
史
に
お
け
る

国
家
理
性
の
理
念
（
ロ
蔚
匡
①
①
号
『
望
息
尉
爵
目
言
号
『
画
２
①
『
ｇ
ｏ
①
ｍ
ｏ
室
。
言
①
こ
（
一
九
二
四
年
）
の
な
か
で
論
じ
た
堕
色
翼
嵐
切
目
の
概
念
を
踏

ま
え
て
、
西
田
が
「
国
家
理
由
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
命
盲
目
普
響
の
い
）
が
、
一
八
九
○
年
か
ら
一
九
三
○
年
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
に
つ
い
て
記
し
た
『
意

識
と
社
会
』
合
。
易
ｇ
ｏ
匡
曽
①
閉
色
且
ｇ
ｇ
①
ｇ
の
な
か
で
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
つ
い
て
、
「
若
く
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
す
で
に
知
的
な
バ
ラ
ン
ス
、

言
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
の
な
か
に
あ
る
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
あ
い
ま
い
さ
に
対
す
る
洗
練
さ
れ
た
感
覚
を
も
っ
て
い
た
」
人
物
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
資
質
を
生
か
し
て
、
あ
る
デ
ィ
レ
ン
マ
の
調
停
者
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
（
３
）
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
『
近
代
史
に
お

け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
に
お
い
て
問
題
に
し
た
望
麗
誘
爵
目
は
、
ま
さ
に
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で

識
の
客
観
性
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
あ
っ
た
。
西
田
が
な
ぜ
こ
の
「
国
家
理
由
の
問
題
」
と
い
う
論
文
を
執
筆
し
た
の
か
、
そ
の
前
後
の
論
文

の
テ
ー
マ
を
見
た
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
「
国
家
理
由
」
と
い
う
言
葉
で
何
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
問

題
に
し
た
背
景
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
西
田
は
こ
の
論
文
を
通
し
て
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

聾
呂
誘
『
房
。
コ
は
、
現
在
で
は
多
く
の
場
合
、
「
国
家
理
性
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
ま
ず
は
じ
め
に
見
て
お
き
た
い
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

一
国
家
理
性
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八



「
国
家
理
性
」
は
ま
さ
に
恩
ｇ
ご
で
あ
り
、
合
理
的
な
目
標
と
進
路
と
を
指
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
同
時
に
、

す
べ
て
の
国
家
に
普
遍
的
に
当
て
は
ま
る
「
国
家
理
性
」
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
は
、
そ
れ
固
有
の
「
生

の
理
念
」
を
も
っ
た
一
つ
の
「
個
性
的
な
形
成
体
」
で
あ
り
、
そ
の
独
自
の
あ
り
方
と
、
環
境
、
つ
ま
り
他
の
国
家
や
そ
れ
ら
と
の
関
係
を
認
識
し
、

そ
こ
か
ら
み
ず
か
ら
の
行
動
の
基
本
原
則
を
立
て
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
「
国
家
理
性
」
が
指
示
す
る
も
の
は
、
多
様
な
形
を
取
る
。

「
国
家
理
性
」
が
多
様
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
国
家
が
そ
れ
独
自
の
構
造
と
環
境
の
な
か
で
そ
の
基
本
原
則
を
立
て
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
が
、
国
家
の
維
持
発
展
な
い
し
繁
栄
と
い
う
価
値
の
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を

も
つ
価
値
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
道
徳
と
法
と
い
う
絶
対
性
を
要
求
す
る
価
値
を
わ
れ
わ
れ
は
有
し
て
い
る
。
国
家
の
維

持
発
展
な
い
し
繁
栄
と
い
う
目
標
は
、
具
体
的
に
は
、
「
権
力
」
と
い
う
手
段
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
が
、
権
力
は
、
国
家
の
維
持
発
展
の
た

め
に
、
ど
こ
ま
で
道
徳
や
法
を
無
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
（
デ
ィ
レ
ン
マ
）
が
、
そ
こ
に
生
じ
る
。

こ
れ
は
、
国
家
の
行
動
や
選
択
が
穴
目
ｇ
と
両
昏
目
、
つ
ま
り
権
力
の
拡
大
へ
の
粗
暴
な
衝
動
と
精
神
的
・
道
徳
的
な
価
値
理
念
と
い
う
、

必
ず
し
も
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
な
い
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
対
立
的
な
原
理
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
が
国
家
で

あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
力
と
倫
理
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
何
ら
か
の
仕
方
で
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
も
の

を
架
橘
す
る
の
が
「
国
家
理
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
自
然
的
な
も
の
」
と
「
精
神
的
な
も
の
」
と
い
う
分
裂
的
な

性
格
を
も
つ
も
の
の
あ
い
だ
に
架
け
ら
れ
る
「
橋
」
が
「
国
家
理
性
」
な
の
で
あ
る
（
５
）
。

マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
こ
の
書
の
冒
頭
で
、
「
国
家
理
性
」
と
は
「
国
家
行
動
の
格
率
、
国
家
の
運
動
法
則
」
（
４
）
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。
国
家
が
そ
れ
自
身
の
維
持
発
展
の
た
め
に
行
う
行
動
が
則
る
べ
き
規
則
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
国
家
が
そ
の
行
動
に
際

し
て
目
ざ
す
べ
き
目
標
と
、
そ
の
目
標
へ
の
進
路
、
そ
し
て
具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
そ
の
方
向
へ
と
歩
ん
で
い
く
た
め
の
技
術
を
指
示
す
る

の
が
「
国
家
理
性
」
で
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論
〔
藤
田
〕

一

一

九



西
田
幾
多
郎
は
な
ぜ
こ
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
「
国
家
理
性
」
論
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
「
国
家
理
由
の
問
題
」
と
い
う
論

文
を
通
し
て
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
入
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
も
そ
も
西
田
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
国
家
の
問
題
を
主
題
と
し
て
取
り
あ
げ
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
に
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
で
取
り
扱
わ
れ
た
テ
ー
マ
と
、
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
論
文
の
テ
ー
マ
と

の
つ
な
が
り
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
た
し
か
に
こ
の
論
文
は
、
前
後
の
論
文
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
印
象
を
与
え
る
。
し

か
し
、
西
田
の
書
簡
や
、
こ
の
前
後
に
な
さ
れ
た
講
演
な
ど
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
昭
和
十
年
頃
か
ら
西
田
が
一
貫
し
て
時

代
の
動
き
に
、
そ
し
て
国
家
の
問
題
に
強
い
関
心
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
６
）
。

た
と
え
ば
一
九
三
七
年
の
和
辻
哲
郎
宛
の
書
簡
で
西
田
は
、
時
代
が
大
き
く
方
向
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
。
「
何
だ
か
大
き
な
ご
且
曾
口
冒
①
三
が
ぐ
ん
ぐ
ん
流
れ
て
居
る
様
で
す
。
い
づ
れ
押
し
流
さ
れ
る
こ
と
で
せ
う
。
始
め
か
ら
そ
れ
を
知
っ

て
出
な
い
の
は
賢
明
だ
が
と
に
か
く
戦
場
へ
出
て
破
れ
て
後
已
む
も
義
務
か
と
も
思
ふ
の
で
す
」
（
二
二
・
八
九
）
。
こ
の
言
葉
は
、
西
田
が
時

代
の
動
き
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
時
代
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
お
う
と
し
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
文
章
で
あ
る
。

「
国
家
理
性
」
が
多
様
な
形
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
自
然
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
に
架
け
ら
れ
る
橋
に
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
多
様
な
あ
り
方
の
歴
史
ｌ
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
理
性
の
理
念
の
衝
突
の
歴
史
ｌ

を
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
こ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
描
き
だ
そ
う
と
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

二
時
代
の
な
か
で
書
か
れ
た
西
田
の
国
家
論

三

○



西
田
が
、
ロ
昌
輿
ｇ
胃
①
三
、
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
た
時
代
の
流
れ
は
、
「
国
家
総
動
員
」
や
「
国
民
精
神
総
動
員
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
も
と
に
国
家
が
圧
倒
的
な
力
で
、
し
か
も
表
面
に
出
る
形
で
思
想
や
言
論
、
経
済
、
労
務
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
っ
て
統
制
や
弾
圧

を
行
い
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
も
は
や
単
な
る
「
底
流
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
を
象
徴
す
る
事
件
に
西
田
は

身
近
で
接
し
て
い
る
。
一
九
四
○
年
に
歴
史
学
者
の
津
田
左
右
吉
が
出
版
法
違
反
の
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
二
月
に
津
田
の

『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
研
究
』
が
発
売
禁
止
の
処
分
に
あ
っ
た
の
ち
、
翌
月
、
津
田
の
上
代
史
に
関
す
る
著
作
が
「
皇
室
ノ
尊
厳
ヲ
冒
潤
シ
、

政
体
ヲ
変
壊
シ
又
ハ
国
憲
ヲ
素
乱
セ
ム
ト
ス
ル
」
と
い
う
嫌
疑
を
受
け
、
津
田
と
、
発
行
者
で
あ
る
岩
波
茂
雄
と
が
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

西
田
は
友
人
の
堀
維
孝
に
宛
て
、
こ
の
事
件
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
「
津
田
の
事
本
当
に
遺
憾
に
存
じ
ま
す
八
日
の
晩

或
処
に
て
同
氏
に
逢
ひ
同
氏
は
予
想
し
て
ゐ
な
か
っ
た
様
で
す
そ
の
時
集
っ
た
法
律
家
も
或
は
出
版
法
で
起
訴
せ
ら
れ
て
も
あ
の
様
な
条
項

と
い
ふ
こ
と
は
誰
も
考
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
様
で
す
…
…
私
の
書
物
〔
『
日
本
文
化
の
問
題
』
〕
は
も
う
岩
波
で
印
刷
ず
み
に
な
っ
た
頃
と
存
じ
ま

す
私
も
蓑
田
〔
胸
喜
〕
が
始
終
ね
ら
ひ
居
る
が
直
接
に
歴
史
的
事
実
に
ふ
れ
て
居
な
い
か
ら
大
抵
大
丈
夫
と
お
も
ふ
が
併
し
こ
の
頃
の
こ
と

故
常
識
で
は
何
と
も
分
ら
ず
誠
に
困
っ
た
世
の
中
に
な
っ
た
と
お
も
ひ
ま
す
」
（
二
二
・
三
○
七
）
。
同
じ
日
に
西
田
は
さ
ら
に
、
年
来
の
友
で

あ
る
山
本
良
吉
に
宛
て
て
、
「
蓑
田
一
派
の
策
動
に
よ
り
司
法
権
が
あ
す
こ
ま
で
動
か
さ
れ
る
様
で
は
国
家
の
学
問
的
研
究
と
い
ふ
も
の
や
め

る
よ
り
外
な
い
と
お
も
ひ
ま
す
」
（
二
二
・
三
○
八
）
と
い
う
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
学
問
の
自
由
や
個
人
の
権
利
が
国
家
の
力
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ｌ
西

田
は
書
簡
の
な
か
で
、
書
を
壁
に
す
べ
き
時
代
の
再
来
を
嘆
く
言
葉
を
何
度
か
記
し
て
い
る
ｌ
、
国
家
と
は
何
か
、
そ
の
存
在
の
理
由
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
を
問
う
こ
と
が
、
西
田
の
な
か
で
不
可
避
の
も
の
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
国
家
理
由
の
問
題
」
を

書
き
上
げ
た
と
き
に
、
西
田
は
柳
田
謙
十
郎
に
宛
て
て
、
「
此
頃
の
事
と
て
国
家
と
い
ふ
こ
と
を
書
い
て
置
か
れ
〔
ぱ
〕
な
ら
な
い
と
お
も
ひ

今
度
「
国
家
理
由
の
問
題
」
と
い
ふ
も
の
を
書
き
ま
し
た
」
（
二
二
・
四
一
六
）
と
書
き
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
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時
代
の
状
況
を
意
識
し
て
こ
の
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

引
用
文
の
な
か
で
ま
ず
、
「
か
ふ
る
社
会
が
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
、
世
界
自
身
の
自
己
形
成
の
意
義
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
国
家

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
社
会
に
対
比
し
て
ｌ
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
は
、
「
民

族
的
社
会
」
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
Ｉ
、
国
家
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
語
れ
て
い
る
点
に
、
西
田
の
国
家
理
解
の
一

こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
国
家
の
存
在
の
理
由
を
問
い
す
す
め
る
と
き
、
西
田
に
と
っ
て
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ

た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
さ
に
政
治
と
道
徳
と

の
あ
る
べ
き
あ
り
方
が
追
究
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
西
田
は
、
国
家
と
は
何
か
、
そ
れ
は
ど
こ
に
そ
の
存
在
の
根
拠
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
な
仕
方
で
答
え
て
い
る
。
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
所
に
、
…
…
我
々
の
社
会
と
云

ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
ふ
る
社
会
が
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
、
世
界
自
身
の
自
己
形
成
の
意
義
を
有
す
る
か
ぎ
り
、

国
家
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
国
家
理
由
と
道
徳
と
の
問
題
は
、
此
か
ら
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
新
な
る
理

性
の
立
場
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
三
二
二
。

こ
の
文
章
は
、
ま
ち
が
い
な
く
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ィ
ネ
ッ

ケ
を
踏
ま
え
て
、
「
新
な
る
理
性
の
立
場
」
か
ら
西
田
は
、
国
家
と
は
何
か
、
国
家
の
存
在
の
理
由
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
た

こ
の
文
章
は
、
ま
ち
》

ケ
を
踏
ま
え
て
、
「
新
か

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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つ
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
先
だ
っ
て
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
や
「
実
践
哲
学
序
論
」
の
な

か
で
も
国
家
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
社
会
と
国
家
と
を
対
比
的
に
論
じ
て
い
る
。

一
九
三
八
年
の
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
京
都
大
学
学
生
課
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
講
演
会
に
お
い
て
西
田
は
「
日
本
文
化
の
問
題
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
連
続
講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
の
二
年
後
の
一
九
四
○
年
に
岩
波
新
書
の
一
冊
と
し
て
『
日
本
文
化
の
問
題
』
を
出
版
し
た
。
こ
の

著
作
は
、
「
皇
道
」
や
「
八
紘
一
宇
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
の
思
潮
を
強
く
意
識
し
て
執

筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
西
田
が
主
張
し
た
の
は
、
伝
統
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
逆
に
、
伝
統
へ
の
閉
じ
た
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て

は
文
化
の
創
造
的
な
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
異
な
れ
る
伝
統
と
伝
統
と
が
結
合
す
る
」
（
７
）
（
九
・
八
一
）

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
文
化
の
創
造
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
、
西
田
は
そ
こ
で
強
調
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
承
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
歴
史
的
形
成
力
と
し
て
、
歴
史
的
空
間
に
於
て
、
何
処
ま
で
も
民
族
と
民
族
と
は

相
対
立
す
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
歴
史
的
形
成
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
。
併
し
単
な
る
力
の
対
立
は
闘
争
で
あ
り
、
相
互
の
自
滅
で
あ
る
。
創
造
に
於

て
一
と
な
る
所
に
、
人
間
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
民
族
が
国
家
と
し
て
道
徳
的
主
体
で
あ
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
単
な
る
道
徳
的
当

為
で
は
な
く
、
ラ
ン
ヶ
の
云
ふ
如
く
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
八
二
）
。

ま
ず
、
民
族
の
有
す
る
自
己
維
持
な
い
し
自
己
拡
大
へ
の
衝
動
こ
そ
が
ｌ
マ
イ
ネ
ッ
ヶ
の
表
現
を
使
え
ば
尻
目
。
”
こ
そ
が
ｌ
歴
史
を

形
成
し
て
い
く
力
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
「
実
践
哲
学
序
論
」
や
「
国
家
理
由
の
問
題
」
が
収
め
ら
れ
た
『
哲
学
論
文

集
第
四
』
の
「
序
」
で
は
西
田
は
、
「
民
族
と
は
…
…
国
家
的
形
成
の
力
で
あ
る
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
る
歴
史
的
形
成
作
用
で
あ
る
」
（
九
・
九
九
）

と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
民
族
が
も
と
も
と
有
す
る
盲
目
的
な
力
、
つ
ま
り
、
国
言
、
を
欠
い
た
穴
員
Ｃ
い
が
、
こ
こ
で
は
「
デ
モ
ー

ニ
ッ
シ
ュ
」
（
農
目
。
昌
息
）
（
８
）
ｌ
「
魔
（
力
）
的
」
ｌ
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
た
だ
単
に
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
に
よ
っ
て
歴
史
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
、
逆
に
そ
の
存
在
を
無
に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
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た
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
力
が
何
ら
か
の
仕
方
で
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
共
存
と
「
創
造
」
が
可
能
に
な
る
こ
と

が
言
わ
れ
て
い
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
と
力
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
を
西
田
が
両
匿
○
ｍ
の
な
か
に
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
日
本
文

化
の
問
題
』
か
ら
の
引
用
文
の
後
半
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
ケ
Ｐ
８
ｇ
宣
く
目
雷
。
雷
）
か
ら
借
用
し
た
「
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と

い
う
言
葉
で
西
田
は
、
歴
史
を
形
成
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
道
徳
的
な
も
の
と
一
つ
に
な
る
必
要
性
を
言
い
表
そ
う
と
し

た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
族
が
道
徳
的
な
も
の
と
一
つ
に
な
り
、
「
道
徳
的
主
体
」
と
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
「
国
家
」
が
成
立
す
る

と
い
う
西
田
の
基
本
的
な
理
解
が
、
こ
こ
に
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
、
民
族
が
有
す
る
盲
目
的
な
力
が
道
徳
的
な
も
の
と
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
を
、
西
田
は
、
『
哲

学
論
文
集
第
四
』
所
収
の
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
の
な
か
で
も
語
っ
て
い
る
。
「
国
家
が
世
界
に
於
て
自
己
自
身
を
維
持
す
る
に
は
、
唯
力

に
よ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
道
徳
的
精
神
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
世
界
に
意
義
あ
る
国
家
は
歴
史
の
イ
デ
ー
を
担

っ
て
居
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
一
五
五
）
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
の
形
成
力
が
道
徳
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
が
、
「
歴
史
の
イ
デ
ー
を
担
う
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
西
田
独
自
の
「
世
界
」
理
解
で
あ
る
。
西
田
に
と
っ
て
「
世
界
」
は
、
た
だ
単
に
私
と
汝
、
あ
る

い
は
個
物
と
個
物
と
が
表
現
と
い
う
形
を
通
し
て
相
対
し
、
相
互
に
限
定
し
あ
う
場
所
で
も
な
く
、
ま
た
、
た
だ
単
に
民
族
と
民
族
と
が
そ
の

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
を
通
し
て
相
争
う
場
所
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
、
自
己
を
そ
れ
自
身
の
内
に
「
映
す
」
、
つ
ま
り
、

表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
自
身
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
も
、
そ
の
表
現
は
、
た
だ
単
に
一
つ
の
具
体
的
な
形
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
個
人
の
行
為
の
目
的
と
、
歴
史
の
向
か
う
べ
き
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
イ
デ
ー
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
力
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
民
族
的
社
会
が
そ
の
よ
う
な
「
イ
デ
ー
」
を
担
う
と
き
国
家
と
な
る
と
い

う
よ
う
に
西
田
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
全
体
的
一
と
し
て
の
社
会
の
自
己
限
定
が
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
表
現
的
形
成
的
に
我
々
の
自
己
に
臨
む
時
、
そ
れ
が
国
家
で
あ
る
。
即
ち
社
会
の
客
観
的
意
志
が

世
界
の
絶
対
的
自
己
表
現
の
意
義
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
国
家
的
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
国
家
は
具
体
的
理
性
的
で
あ
り
、

道
徳
的
主
体
で
あ
る
の
で
あ
る
」
（
九
・
一
五
七
）
。

社
会
全
体
の
意
志
が
、
「
世
界
の
自
己
表
現
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
「
力
」
を
本
質
と
す
る
民

族
的
社
会
が
「
道
徳
的
主
体
」
と
し
て
の
性
格
を
具
え
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
性
を

具
え
た
社
会
が
「
国
家
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
イ
デ
ー
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
世
界
の
「
自
己
表
現
」
は
、
個
物
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
社
会
に
と
っ
て
は
、
「
当
為
」
と
し
て
、
あ
る
い

は
「
使
命
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
「
実
在
的
国
家
と
云
ふ
も
の
は
、
歴
史
的
世
界
の
地
盤
か
ら
社
会
的
に
生
成
し
、
而
も
そ
れ
自
身
が
歴

史
的
世
界
の
自
己
形
成
の
使
命
を
担
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
一
五
四
）
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
真
の
意
味
で
「
国
家
」

で
あ
り
う
る
も
の
は
、
世
界
の
自
己
形
成
の
「
使
命
」
を
受
け
と
め
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
理
解
を
承
け
て
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
で
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
単
に
種
的
主
体
的
な
る
も
の
は
、
国
家
で
は
な
い
。
国

家
と
は
世
界
史
的
使
命
を
担
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
三
五
○
）
。
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
の
立
場
か
ら
の
西
田
批
判
を
契
機

と
し
て
、
西
田
自
身
の
な
か
で
も
後
期
の
著
作
の
な
か
で
「
種
」
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
こ

こ
で
「
種
的
主
体
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
穴
目
。
駒
を
そ
の
本
質
と
す
る
民
族
的
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
世
界
史
的
使
命
」
、
つ
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ま
り
、
世
界
が
、
あ
る
い
は
そ
の
歴
史
が
指
し
示
す
方
向
を
受
け
と
め
、
そ
の
自
己
形
成
に
具
体
的
に
参
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
民
族
的

社
会
は
国
家
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。

先
の
「
実
践
哲
学
序
論
」
の
文
章
で
も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
家
が
、
世
界
の
自
己
表
現
と
い
う
意
味
を
担
う
も
の
と
し
て
、
「
具

体
的
理
性
的
」
と
い
う
言
葉
で
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
歴
史
の
イ
デ
ー
」
を
、
言
い
か
え
れ
ば
、
世
界
の
自
己
形
成
の
「
使
命
」

を
受
け
と
め
、
「
道
徳
的
主
体
」
と
な
る
こ
と
が
、
「
理
性
的
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、
西
田
は
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
、
そ
の
国
家
論
の
核
と
な
る
術
語
と
し
て
、
「
理
性
化
」
と
い
う
言
葉

を
繰
り
返
し
使
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
社
会
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
、
主
体
と
環
境
と
の
矛
盾
的

自
己
同
一
的
に
自
己
自
身
が
世
界
と
な
っ
て
行
く
。
そ
れ
が
社
会
の
理
性
化
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
：
：
：
世
界
的
性
格
を
具
し
た
社
会
が
国
家

と
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
国
家
形
成
と
云
ふ
の
は
、
社
会
が
世
界
の
種
的
形
成
か
ら
発
し
て
、
世
界
自
身
の
個
性
的
自
己
形
成
に
達
す
る
こ
と
で

自
己
同
一
的
に
自
己
白

と
云
ふ
も
の
で
あ
る
。

あ
る
」
（
九
・
三
三
○
）
。

世
界
の
自
己
表
現
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
、
時
間
軸
上
の
一
点
と
し
て
の
現
在
で
は
な
く
、
無
限
の
過
去
と
未
来
と
の
意
味
を
そ
れ
自
身

の
内
に
含
ん
だ
「
絶
対
現
在
」
の
自
己
限
定
と
し
て
、
し
か
も
、
個
物
と
全
体
、
主
体
と
環
境
と
の
矛
盾
的
な
関
わ
り
を
通
し
て
の
具
体
化
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
「
歴
史
の
イ
デ
ー
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
「
社
会
の
理
性
化
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
世
界
的
性
格
」
を
具
え
る
こ
と
、
そ
し
て
世
界
の
自
己
形
成
を
具
体
的
に
担
う
こ
と
が
「
国
家
」

の
要
件
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
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『
日
本
文
化
の
問
題
』
お
よ
び
「
実
践
哲
学
序
論
」
を
中
心
に
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
を
執
筆
す
る
以
前
に
、
西
田
が
国
家
の
問
題
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
見
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
西
田
は
マ
イ
ネ
ッ
ケ
よ
り
も
む
し
ろ
ラ
ン
ケ
の
国
家
論
に
共
感
を
覚
え
、
そ
こ
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
刺
激
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
先
に
引
用
し
た
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
「
国
家
は
単
な
る
道
徳

的
当
為
で
は
な
く
、
ラ
ン
ケ
の
云
ふ
如
く
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

「
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
（
目
。
国
房
呂
①
国
①
画
①
）
と
い
う
概
念
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
後
に
高
坂
正
顕
や
西
谷
啓
治
ら
、
い
わ
ゆ
る
京
都

学
派
に
属
す
る
哲
学
者
や
歴
史
学
者
が
行
っ
た
『
中
央
公
論
』
の
座
談
会
（
９
）
の
中
心
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
そ

れ
に
先
だ
っ
て
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
な
か
で
こ
の
ラ
ン
ケ
の
概
念
に
言
及
し
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
れ
以
前
に
西
田
は
、
『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
』
（
一
九
三
四
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
な
か
で
す
で
に
ラ
ン
ケ
の
歴
史
観
に
触

れ
て
い
る
が
、
「
強
国
（
列
強
）
論
」
（
一
八
三
三
年
）
や
「
政
治
問
答
」
（
一
八
三
八
年
）
な
ど
で
ラ
ン
ケ
が
論
じ
た
こ
の
「
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

の
概
念
に
西
田
が
言
及
し
た
の
は
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
が
最
初
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
に
西
田
の
目
を
向
け
さ
せ
た
の
は
、
一
九
三
七
年

に
刊
行
さ
れ
た
高
坂
正
顕
の
『
歴
史
的
世
界
』
、
そ
し
て
高
坂
と
同
様
『
中
央
公
論
』
の
座
談
会
の
出
席
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
鈴
木
成
高
が

一
九
三
九
年
に
出
版
し
た
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
ラ
ン
ヶ
と
世
界
史
学
』
の
な
か
で
鈴
木
は
、
「
強
国
（
列
強
）
論
」
の
次
の
文
章
に
注
目
し
て
い
る
。
「
文
化
の
促
進
と
い
う
の
は
し
ば
し

ば
あ
い
ま
い
で
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
世
界
史
の
唯
一
の
内
容
な
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
史
の
発
展
の
な
か
に
見
い
だ

す
の
は
、
力
で
あ
る
。
し
か
も
精
神
的
な
力
、
生
命
を
生
み
だ
す
創
造
的
な
力
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
生
命
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
精
神
的

西
田
幾
多
郎
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国
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論
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エ
ネ
ル
ギ
ー
（
ョ
ｏ
国
房
。
言
冒
①
垣
①
）
で
あ
る
。
・
・
・
…
そ
の
力
は
花
開
き
、
世
界
を
魅
了
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
現
れ
、
互
い
に
争
い
、

制
限
し
、
圧
倒
す
る
。
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
や
継
起
、
生
成
と
消
滅
、
あ
る
い
は
復
活
．
．
…
・
の
な
か
に
世
界
史
の
秘
密
は
潜
ん
で
い
る
」
（
胴
）
。

こ
こ
か
ら
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
世
界
史
の
発
展
を
可
能
に
す
る
も
の
を
ラ
ン
ケ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
が
有
す
る
「
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

の
な
か
に
、
そ
し
て
そ
の
相
互
の
関
わ
り
の
な
か
で
生
み
だ
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
実
の
な
か
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
鈴
木
は
こ
の
箇

、
、

、
、

所
に
関
し
て
、
「
国
家
は
文
化
の
容
器
で
は
な
い
、
国
家
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
内
容
を
も
つ
実
体
で
あ
り
、
「
道
徳
的
精
力
」
で
あ
る
」
（
Ⅱ
）

と
い
う
よ
う
に
、
国
家
そ
の
も
の
が
「
道
徳
的
精
力
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

先
に
引
用
し
た
「
国
家
は
単
な
る
道
徳
的
当
為
で
は
な
く
、
ラ
ン
ケ
の
云
ふ
如
く
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
西

田
の
文
章
は
、
こ
の
よ
う
な
鈴
木
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
ン
ヶ
自
身
の
文
脈
を
離
れ
て
、
「
力
」
を
本
質
と
す
る
民
族

的
社
会
が
い
か
に
し
て
「
道
徳
的
主
体
」
に
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
「
国
家
」
と
な
り
う
る
か
、
と
い
う
独
自
の
問
題
意
識
ｌ
そ
れ
は
鈴
木

に
も
見
て
と
れ
る
ｌ
の
な
か
で
ラ
ン
ヶ
の
「
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
概
念
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
が
前
提
と
な
り
、
ョ
◎
国
房
呂
＠
国
ｎ
画
①
と
い
う
概
念
は
、
「
道
徳
性
」
に
力
点
を
置
く
仕
方
で
西
田
に
よ
っ
て

受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
『
日
本
文
化

こ
の
『
日
本
文
化
の
問
題
』
で
の
言
及
に
引
き
続
い
て
、
「
実
践
哲
学
序
論
」
の
な
か
で
も
西
田
は
、
国
家
と
は
何
か
を
論
じ
る
に
あ
た
っ

て
ラ
ン
ケ
の
国
家
論
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
。
先
に
、
「
実
在
的
国
家
と
云
ふ
も
の
は
、
歴
史
的
世
界
の
地
盤
か
ら
社
会
的
に
生
成
し
、

而
も
そ
れ
自
身
が
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
の
使
命
を
担
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
章
を
引
用
し
た
が
、
そ
れ
に
引
き
続
い

て
西
田
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
そ
の
本
質
、
そ
の
目
的
は
、
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
か
ら
理
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

は
か
坐
る
意
味
に
於
て
ラ
ン
ケ
の
国
家
論
に
同
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
弓
◎
言
い
ｏ
言
い
９
号
愚
。
ご
」
（
九
・
一
五
四
）
。

ラ
ン
ケ
が
一
八
三
八
年
に
『
歴
史
・
政
治
雑
誌
』
に
発
表
し
た
「
政
治
問
答
」
へ
の
直
接
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
答
体
で
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そ
こ
で
ラ
ン
ヶ
は
、
国
家
が
、
統
治
形
態
な
ど
の
形
式
的
な
も
の
ｌ
そ
れ
は
他
の
国
家
に
も
見
出
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
ｌ
と
、
そ
れ
を
支
え
る
実
質
的
な
も
の
・
特
殊
な
も
の
か
ら
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
後
者
を
ラ
ン
ケ
は
、
国
家
の
「
生
け
る

生
命
」
と
か
、
「
根
源
的
生
命
」
、
「
精
神
的
実
体
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
精
神
的
空
気
」
と
い
う
よ
う
に
も
表
現

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
こ
の
隠
れ
た
或
る
も
の
…
…
Ｉ
わ
れ
わ
れ
が
吸
い
、
そ
れ
を
は
き
だ
す
精
神
的
な
空
気
ｌ
は
、
あ
ら
ゆ
る
制

度
に
先
行
し
、
そ
の
す
べ
て
の
形
式
に
生
命
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
満
た
し
て
い
る
」
（
吃
）
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
国
家
の
形
式
的
側
面
に
生
命
を
付
与
す
る
「
精
神
的
な
も
の
」
こ
そ
、
国
家
の
実
質
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
ラ
ン
ケ
は
も
っ
て
い
た
。

こ
の
主
張
と
深
く
関
わ
る
が
、
ラ
ン
ヶ
は
「
政
治
問
答
」
の
な
か
で
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
的
文
法
」
に
言
及
し
、
そ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解

を
述
べ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ン
ケ
の
考
え
で
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
共
通
の
普
遍
的
言
語
形
式
」
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
無

数
の
特
殊
形
態
の
み
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
国
家
に
関
し
て
も
、
普
遍
的
な
国
家
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
精
神
的
空
気
」
な
い
し
「
内
的
生
命
」
に
満
た
さ
れ
た
国
家
だ
け
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
ラ
ン
ケ
の
考
え
で
あ
っ
た
（
９
。

そ
し
て
そ
の
「
内
的
生
命
」
こ
そ
彼
が
「
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
わ
れ
わ
れ
の
周
り
を
満
た
す
「
空

気
」
で
は
な
く
、
国
家
の
成
員
を
結
び
つ
け
、
共
同
体
を
作
り
上
げ
て
い
く
創
造
的
な
力
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ケ
は
そ
れ
を
「
傾
向
」
（
弓
且
①
目
）

と
い
う
言
葉
で
も
呼
び
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
重
き
を
な
す
国
家
は
す
べ
て
、
特
殊
な
、
そ
れ
固
有
の
傾
向

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
：
．
…
こ
の
傾
向
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
民
の
性
格
は
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
性

格
が
す
べ
て
の
国
民
に
打
ち
消
し
が
た
く
刻
印
づ
け
ら
れ
る
」
（
脚
）
。

西
田
の
国
家
理
解
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ラ
ン
ケ
が
こ
の
「
傾
向
」
を
「
理
念
」
言
①
⑩
）
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

書
か
れ
た
啓
蒙
的
論
文
の
な
か
で
、
ラ
ン
ケ
が
国
家
の
形
式
的
な
も
の
と
実
体
的
な
も
の
と
の
峻
別
し
た
こ
と
が
西
田
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。西
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さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
普
遍
的
な
国
家
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
精
神
的
空
気
」
に
満
た
さ
れ
た
国
家
だ
け
が
存

在
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
は
「
個
体
」
で
あ
り
、
「
個
性
的
存
在
」
で
あ
る
（
脆
）
と
い
う
こ
と
を
ラ
ン

ケ
が
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
も
西
田
が
共
感
し
た
こ
と
は
、
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
、
「
ラ
ン
ヶ
の
国
家
観
に
同
意
を

表
す
る
」
と
述
べ
た
あ
と
、
「
国
家
は
生
命
で
あ
り
、
個
体
で
あ
る
」
（
九
・
一
五
五
）
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
国

家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
も
西
田
は
、
や
は
り
ラ
ン
ケ
の
「
政
治
問
答
」
に
触
れ
な
が
ら
、
「
国
家
と
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て

の
歴
史
的
世
界
の
個
性
的
自
己
形
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
三
三
六
）
と
い
う
よ
う
に
、
歴
史
を
背
負
う
も
の
と
し
て
、
世
界
が
「
個

性
的
」
な
形
で
そ
れ
自
身
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

ラ
ン
ケ
は
「
政
治
問
答
」
の
な
か
で
、
国
家
の
す
べ
て
の
出
来
事
が
こ
の
「
傾
向
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
「
す
べ
て
の
も
の
は
最
高

の
理
念
に
依
存
し
て
い
る
。
国
家
は
そ
の
起
源
を
神
の
な
か
に
も
つ
と
言
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
理
念
は
神
に
そ
の
起
源
を
も
つ
か

ら
で
あ
る
」
（
暇
）
と
記
し
て
い
る
。
西
田
が
「
国
家
は
歴
史
の
イ
デ
ー
を
担
っ
て
居
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
る
と
き
、
そ
の
「
イ

デ
ー
」
は
必
ず
し
も
神
に
由
来
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
国
家
は
独
自
の
「
傾
向
」
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ラ
ン
ヶ
の
理

解
は
、
国
家
の
本
質
や
目
的
は
「
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
」
と
主
張
す
る
西
田
に
と
っ
て
大
い
に
共
感
さ
れ
る
も
の
で

解
は
、
国
家
の
本
質
や
目
的
は
二

あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
や
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
す
で
に
西
田
は
、
ラ
ン
ヶ
の
国
家
論
か
ら
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、

「
国
家
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
西
田
は
、
改
め
て
、
そ
し
て
正
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そ
の
よ
う
な
意
図
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
西
田
は
な
ぜ
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
に
注
目
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
何
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
に
答
え
る
手
が
か
り
を
わ
れ
わ
れ
は
た
と
え
ば
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
次

の
文
章
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
真
に
国
家
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
或
一
っ
の
民
族
的
社
会
が
、
…
…
歴
史
的
世
界
の
個
性

的
自
己
形
成
の
主
体
と
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
或
一
つ
の
民
族
的
社
会
が
自
己
自
身
の
内
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
中
心

を
宿
す
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
之
が
国
家
の
主
権
曾
冒
①
融
昌
昏
と
云
ふ
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
か
坐
る
主

権
を
有
っ
た
社
会
が
国
家
で
あ
る
の
で
あ
る
」
（
九
・
三
三
一
）
。

「
自
己
自
身
の
内
に
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
中
心
を
宿
す
」
と
い
う
西
田
特
有
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

先
に
引
用
し
た
「
実
践
哲
学
序
論
」
の
表
現
で
言
え
ば
、
社
会
が
「
世
界
の
自
己
表
現
」
と
い
う
意
義
を
も
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る

面
か
ら
「
国
家
」
と
は
何
か
、
そ
の
存
在
の
意
義
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
問
い
を
問
い
進
め
る
上
で
重
要
な
手
が

か
り
を
提
供
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
参
照
軸
と
し
な
が
ら
、

西
田
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
視
点
か
ら
国
家
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

第
三
節
で
、
西
田
が
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
、
国
家
と
道
徳
と
の
問
題
は
「
新
な
る
理
性
の
立
場
」
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
記
し
て
い
る
の
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
「
新
な
る
理
性
の
立
場
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
西
田
が
ど
の

よ
う
な
立
場
か
ら
国
家
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
実

践
哲
学
序
論
」
の
な
か
で
も
西
田
は
、
社
会
が
「
世
界
の
自
己
表
現
」
と
い
う
意
義
を
も
つ
こ
と
を
「
理
性
的
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
内
実
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
は
ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
国
家
」
と
は
何
か
、
そ
の
存
在
の
意
義
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
い
う
意
図
が
こ
の
論
文
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え

て
、
「
園

ら
れ
る
。
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マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
こ
の
著
作
の
な
か
で
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ー
彼
こ
そ
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
れ
ば
「
国
家
理
性
の
本
質
の
最
初
の
発
見
者
」
《
”
）
で
あ

る
ｌ
の
「
国
家
理
性
」
論
に
つ
い
て
論
じ
た
あ
と
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
と
同
じ
く
十
六
世
紀
に
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
法
思
想
家
ジ
ャ
ン
・
ボ

ダ
ン
の
国
家
論
に
触
れ
て
い
る
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
引
き
つ
づ
い
て
ボ
ダ
ン
の
思
想
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
力
に
よ
る
統
治
を

優
先
し
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
対
し
て
、
ボ
ダ
ン
が
術
策
や
力
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
法
に
よ
る
統
治
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
の
よ

う
な
意
味
で
、
国
家
理
性
の
理
念
の
な
か
に
存
在
す
る
「
建
設
的
で
創
造
的
な
力
」
に
注
目
し
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

法
に
よ
る
統
治
を
実
現
す
る
た
め
に
ボ
ダ
ン
が
考
え
だ
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
主
権
」
（
８
旨
＠
国
言
：
）
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
ボ
ダ

ン
は
一
五
七
六
年
に
公
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
『
国
家
論
』
の
第
一
巻
第
一
章
に
お
い
て
「
国
家
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
国

家
と
は
、
多
く
の
家
族
と
そ
れ
ら
に
共
通
の
事
柄
と
の
、
主
権
を
伴
っ
た
正
し
い
統
治
で
あ
る
」
（
樋
）
。
「
国
家
」
は
「
正
し
い
統
治
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
「
主
権
」
の
も
と
で
の
み
可
能
に
な
る
と
い
う
の
が
、
ボ
ダ
ン
の
国
家
論
の
基
本
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
版
の
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
版
の
『
国
家
論
』
（
一
五
八
六
年
）
の
な
か
で
は
、
「
国
家
と
は
…
…
主
権
と
理
性
と
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
集
団
で
あ
る
」
（
ね
）
と
い
う
定
義
が
な
さ
れ
て
お
り
、
「
正
し
い
統
治
」
が
、
「
理
性
に
よ
っ
て
導
び
か
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
言

い
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ダ
ン
自
身
は
、
ｌ
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
ｌ
「
国
家
理
性
」
と
い
う
表
現
そ
れ
自
体
は
用
い

前
後
の
文
脈
か
ら
疑
い
が
な
い
。

い
は
、
同
じ
く
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
イ
デ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、
個
物
と
全
体
、
主
体
と
環
境
と
の
矛
盾
的
な
関
わ
り
を
通
し
て

自
己
に
具
体
的
な
形
を
与
え
て
い
く
世
界
の
自
己
形
成
の
「
イ
デ
ー
」
を
担
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
イ
デ
ー
」
を
映
し
た
も
の
が
「
主
権
」

で
あ
り
、
「
主
権
」
を
持
つ
か
ぎ
り
、
社
会
は
国
家
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
。
西
田
が
こ
こ
で
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
『
近

代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
に
お
い
て
論
じ
た
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（
蒜
自
国
且
ヨ
）
の
「
主
権
」
概
念
を
念
頭
に
髄
い
て
い
た
こ
と
は
、
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て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
そ
の
理
念
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
「
主
権
」
を
ボ
ダ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
主
権
と
は
、
国
家
の
絶
対
的
で
永
続
的
な
権
力

で
あ
る
」
（
翌
。
「
主
権
」
と
は
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
、
そ
の
力
の
源
泉
を
他
の
何
も
の
か
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
も
つ
も
の
、

ま
た
、
そ
れ
を
超
え
る
権
力
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
絶
対
」
の
権
力
を
ボ
ダ
ン
は
ラ
テ
ン
語
版
で
は
、
「
市
民
お
よ
び
臣
民
に
と
っ

て
最
高
の
、
そ
し
て
法
律
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
力
」
（
訓
）
と
い
う
よ
う
に
言
い
か
え
て
い
る
。

「
法
律
に
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
「
皇
帝
は
法
律
に
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
の
規
定
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
ボ

ダ
ン
に
と
っ
て
「
主
権
」
は
ど
こ
ま
で
も
法
律
を
制
定
す
る
最
高
の
力
で
あ
り
、
法
律
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
版
『
国
家

論
』
の
第
一
巻
第
八
章
で
ボ
ダ
ン
は
「
主
権
」
の
本
質
を
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
主
権
お
よ
び
絶
対
的
権
力
の
最

も
重
要
な
点
は
、
と
り
わ
け
て
、
臣
民
す
べ
て
に
、
彼
ら
の
同
意
な
し
に
法
律
を
課
す
と
い
う
点
に
あ
る
」
（
型
）
。
被
治
者
に
対
し
て
そ
の
同

意
な
し
に
服
従
を
強
い
る
権
力
が
「
主
権
」
の
も
と
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
。
主
権
の
絶
対
性
の
主
張
は
、

法
律
へ
の
絶
対
的
な
服
従
の
義
務
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
絶
対
的
な
」
権
力
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ボ
ダ
ン
は
法
に
よ

る
統
治
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
西
田
は
な
ぜ
こ
の
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
刀
）
。
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
な
時
代
の
流
れ
を
意
識
し

て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
西
田
は
、
「
種
的
主
体
」
と
し
て
の
民
族
が
力
に
よ
っ
て
個
人
を
圧
迫

す
る
も
の
と
し
て
「
非
合
理
性
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
「
力
か
ら
権
利
は
出
な
い
。
此
世
界
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の
ど
こ
に
も
正
義
と
云
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
法
と
云
ふ
も
の
の
出
所
は
な
い
」
（
九
・
三
二
七
）
と
記
し
て
い
る
。
西
田
が
「
国
家
理
由

の
問
題
」
の
な
か
で
繰
り
返
し
用
い
る
こ
の
「
力
か
ら
権
利
は
出
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
（
第
三
章
）

か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
ル
ソ
ー
の
言
う
「
自
然
状
態
」
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
西
田

の
時
代
理
解
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
田
は
、
力
か
ら
法
や
権
利
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
法
の
根
拠
を
「
契
約
」

に
求
め
る
ル
ソ
ー
に
も
反
対
し
て
い
る
。
「
契
約
」
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
社
会
の
意
志
、
つ
ま
り
二
般
意
志
」
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る

法
に
は
、
「
絶
対
性
」
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
擬
制
で
あ
り
、
服
従
義
務
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
の
が

西
田
の
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
自
ら
の
法
理
解
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
法
と
は
我
々
の
自
己
が
歴
史
的
世
界

の
個
物
と
し
て
、
実
践
的
に
世
界
を
形
成
す
る
所
に
現
れ
る
、
我
々
の
自
己
に
対
す
る
世
界
自
身
の
命
令
で
あ
る
、
云
は
ぱ
世
界
そ
の
も
の
の

底
か
ら
聞
か
れ
る
神
の
声
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
天
の
命
に
従
ふ
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
法
で
は
な
く
し
て
暴

君
の
恋
意
に
過
ぎ
な
い
」
（
九
・
三
二
九
）
。

こ
こ
で
は
法
が
「
神
の
声
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
法
を
神
秘
化
す
る
こ
と
が
西
田
の
意
図
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
「
社
会
が
ミ
ト
ス
的
な
る
も
の
を
越
え
て
法
制
的
と
な
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
が
成
立
す
る
（
九
・
三
二
三
）
と
い
う
言
葉
か
ら
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
西
田
が
「
天
の
命
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
た
の
は
、
法
が
、
あ
る
い
は
そ
の
権
威
が
、
「
世
界
そ

の
も
の
の
絶
対
的
自
己
表
現
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
」
（
九
・
三
二
九
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
理
性
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
世
界
の
「
絶
対
的
自
己
表
現
」
に
基
礎
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
法
は
そ
の
「
絶
対
的
な
権
威
」
を
狸
得
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
具
体
的
に
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
西
田
は
ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
概
念
に
注
目
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
歴
史
的
世
界
は
、
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こ
の
よ
う
に
西
田
の
「
主
権
」
の
理
解
は
ボ
ダ
ン
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
接
し
た
こ
と
で
西
田
が
現
実
の

世
界
を
「
法
制
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
西
田
の
国
家
論
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

上
で
見
た
よ
う
に
、
西
田
は
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
も
す
で
に
、
民
族
的
社
会
が
国
家
と
し
て
世
界
の
自
己
表
現
と
い
う
意
味
を
担
う

に
至
る
こ
と
を
「
具
体
的
理
性
的
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
「
理
性
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
が
「
道
徳
的

主
体
」
と
な
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
国
家
理
由
の
問
題
」
で
は
、
「
理
性
化
」
と
い
う
こ
と
が
法
や
権
利
の
問

題
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
歴
史
的
現
実
の
世
界
が
、
そ
こ
で
は
、
た
だ
単
に
道
徳
の
実
現
の
場
所
と
し
て
で
は
な
く
、
「
法

制
的
に
構
成
せ
ら
れ
た
世
界
」
（
九
・
三
三
四
）
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
「
合
理
化
」
な
い
し
「
理
性
化
」
と
い
う
こ
と
が
、
法
、
正
義
、

権
利
と
い
う
具
体
的
内
容
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
西
田
は
ボ
ダ
ン
と
と
も
に
「
主
権
」
の
な
か
に
「
絶
対
性
」
を
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
絶
対
性
」
と
、
「
理
性
化
」

と
い
う
こ
と
と
は
は
た
し
て
結
び
つ
き
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ボ
ダ
ン
の
国
家
論
に
も
当
て
は
ま
る
問
題
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
は
「
主
権
」
を
、
被
治
者
に
対
し
て
そ
の
同
意
な

し
に
服
従
を
強
い
る
権
力
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
法
律
は
被
治
者
に
対
し
て
一
方
的
な
、
そ
し
て
絶
対
的
な
「
命
令
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
か
坐
る
主
権
を
中
心
と
し
て
法
的
に
形
成
せ
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
」
（
九
・
三
三
二
）
と
い
う
よ
う
に
、
歴
史
的
世
界
が
「
主
権
」

に
よ
っ
て
法
秩
序
を
猿
得
し
て
い
く
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
西
田
の
「
主
権
」
の
位
置
づ
け
は
ボ
ダ
ン
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
西
田
に
と
っ
て
「
主
権
」
は
「
全
体
的
一
と

個
物
的
多
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
中
心
を
映
す
も
の
」
（
九
・
三
三
二
）
で
あ
り
、
法
の
「
絶
対
的
権
威
」
は
「
主
権
」
そ
の
も

の
の
「
絶
対
性
」
に
で
は
な
く
、
矛
盾
を
通
し
て
自
己
を
形
成
し
て
い
く
世
界
に
、
あ
る
い
は
そ
の
「
イ
デ
ー
」
に
基
礎
を
置
く
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
。
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ボ
ダ
ン
の
「
主
権
論
」
と
の
大
き
な
違
い
と
し
て
も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
田
に
お
い
て
、
個
人
が
単
に
主
権
の
命
令
に
服
す
る
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
世
界
の
自
己
形
成
の
焦
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
西
田
は
「
国
家
理
由
の
問
題
」
以
前
に
も
、
個

物
が
、
世
界
の
自
己
形
成
の
営
み
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
「
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
」
や
「
自
己
射
影
点
」
と
い
っ
た
表
現
で
言

い
表
し
て
い
た
が
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
も
、
個
物
が
「
世
界
の
一
観
点
」
、
あ
る
い
は
「
表
現
的
自
己
形
成
点
」
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
個
物
が
「
世
界
の
一
観
点
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
世
界
の
自
己
形
成
を
具
体
的
に
担
っ
て
い
く
こ

と
、
つ
ま
り
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
力
点
」
（
九
・
三
二
二
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
単
な
る
制
度
や
秩
序
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
絶
対
的
な
服
従
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
「
主
権
」
は
い
か
に
し
て
「
正
し
い
統
治
」
と
い
う
概
念
と

結
び
つ
き
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
「
理
性
に
よ
っ
て
導
び
か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
は
存
在
し
な
い
の
か
、
ボ
ダ

ン
の
国
家
理
解
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
そ
の
う
ち
に
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
課
）
。

西
田
が
こ
の
よ
う
な
疑
問
な
い
し
批
判
が
自
ら
に
向
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
主
権
の
絶
対
性

と
云
ふ
の
は
、
個
人
の
圧
迫
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
九
・
三
三
二
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
西
田
に
と
っ
て
「
主
権
」
は
、

世
界
の
「
絶
対
的
自
己
表
現
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
種
的
主
体
」
が
「
理
性
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
主
権
」
は
、
個
々
の
法
に
そ
の
客
観
性
な
い
し
普
遍
性
を
保
証
し
、
そ
し
て
個
々
の
成
員
に
法
秩
序
の
な
か
の
「
公

の
人
」
と
し
て
「
不
可
侵
的
権
利
」
（
九
・
三
三
三
）
を
も
つ
こ
と
を
保
証
す
る
．
そ
れ
は
決
し
て
「
窓
意
」
を
そ
の
本
質
的
属
性
と
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
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個
人
の
創
造
的
な
働
き
に
よ
っ
て
こ
そ
、
世
界
の
自
己
形
成
が
担
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
西
田
の
基
本
理
解
で
あ
っ
た
。

個
物
が
世
界
の
二
観
点
」
、
あ
る
い
は
そ
の
「
自
己
表
現
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
西
田
は
、
こ
の
論
文
で
、
「
我
々
は
無
限
な
る
創
造
的

意
欲
に
撞
着
す
る
」
（
九
・
三
四
七
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
用
い
た
表
現
で
言
え
ば
、
「
歴
史
の
イ
デ
ー
」
に
接

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
無
限
な
る
創
造
的
意
欲
」
か
ら
「
道
徳
的
当
為
」
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
。
「
歴
史
的
世
界

形
成
の
一
要
素
」
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
当
為
の
実
現
が
、
同
時
に
、
世
界
が
「
個
性
的
な
る
一
つ
の
世
界
を
形
成
す
る

こ
と
」
、
つ
ま
り
「
一
つ
の
国
家
を
形
成
す
る
と
云
ふ
こ
と
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
西
田
は
、
「
道
徳
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
、

国
家
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
国
家
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
道
徳
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
（
九
・
三
四
八
）
と
言
い
表

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
簡
潔
に
「
道
徳
即
国
家
」
（
九
・
三
五
二
）
と
言
い
表
し
て
い
る
。

先
に
、
社
会
が
「
世
界
の
自
己
表
現
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
「
歴
史
の
イ
デ
ー
」
を
実
現
す
る
主
体
と
な
る
こ
と
を
「
理
性
化
」
と
い
う

言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
「
私
は
国
家
と
云
ふ
も
の
を
…
…
社
会
の
理
性
化
せ
ら
れ
た
も
の
即
ち
理
性
的
社
会
と
考
へ
る
も
の
で

、
、

あ
る
」
（
九
・
三
二
九
）
と
い
う
よ
う
に
も
西
田
は
言
い
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
西
田
は
、
個
人
が
「
世
界

の
一
観
点
」
と
し
て
世
界
の
自
己
形
成
を
具
体
的
に
担
っ
て
い
く
こ
と
を
も
ま
た
「
理
性
化
」
（
九
・
三
二
○
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い

る
。
「
理
性
化
」
と
い
う
こ
と
が
、
一
面
で
は
法
秩
序
の
形
成
と
し
て
、
そ
し
て
他
面
で
は
、
「
無
限
な
る
創
造
的
意
欲
」
か
ら
与
え
ら
れ
る
「
道

徳
的
当
為
」
に
従
っ
て
個
人
が
創
造
的
世
界
の
形
成
に
参
与
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

西
田
に
と
っ
て
「
国
家
」
と
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
で
の
「
理
性
化
」
が
実
現
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

先
に
引
用
し
た
「
道
徳
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
国
家
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
国
家
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
道
徳
的
に
働

く
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
続
い
て
、
西
田
は
「
私
は
か
ふ
る
立
場
か
ら
国
家
理
由
の
問
題
を
解
決
し
得
る
と
思
ふ
」
（
九
・
三
四
八
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
い
ま
述
べ
た
点
に
西
田
が
国
家
の
存
在
の
理
由
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
西
田
の
「
国
家
」
の
理
解
は
、
も
ち
ろ
ん
一
面
で
は
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
「
国
家
理
性
」
論
を
意
識
し
て
展
開
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
穴
国
８
碗
と
国
昏
。
、
、
つ
ま
り
権
力
の
拡
大
へ
の
粗
暴
な
衝
動
と
精
神
的
・
道
徳
的
な
価
値
理
念
と
い
う
、
互
い
に
対
立
す
る
二
つ

の
原
理
は
い
か
に
し
て
架
橋
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
問
い
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
節
で
、
国

家
と
道
徳
の
問
題
は
「
新
な
る
理
性
の
立
場
」
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
西
田
の
言
葉
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
「
新
な
る
理

性
の
立
場
」
と
い
う
の
は
、
い
ま
述
べ
た
二
重
の
意
味
で
の
「
理
性
化
」
の
場
所
と
し
て
の
国
家
と
い
う
理
解
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
提
示
し
た
問
い
に
対
し
て
西
田
が
示
し
た
答
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
国
家
」
理
解
、
あ
る
い
は
「
国
家
即
道
徳
」
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
西
田
が
意
図
し
た
の
は
、
マ
イ
ネ
ッ
ヶ
の
問

い
に
答
え
る
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
よ
り
本
質
的
に
は
、
西
田
を
取
り
ま
く
時
代
に
向
け
て
の
発
言
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

国
家
が
思
想
や
言
論
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
っ
て
圧
倒
的
な
力
を
行
使
し
は
じ
め
た
な
か
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
国
家
と
は
何

か
、
そ
の
存
在
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
出
さ
れ
た
答
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国
家
的
社
会
と
云
ふ
も
の
も
、
家
族
的
宗
教
的
制
度
の

ご
と
き
も
の
か
ら
起
っ
た
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
を
越
え
て
世
界
の
自
己
形
成
の
立
場
に
立
つ
所
に
、
そ
れ
が
国
家
的
社
会
と
な

る
の
で
あ
る
。
国
家
は
家
族
の
単
な
る
延
長
で
は
な
い
」
（
九
・
三
三
四
）
。
こ
こ
で
西
田
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ク
ー

ラ
ン
ジ
ュ
令
員
①
一
号
９
巨
一
目
需
吻
）
の
『
古
代
都
市
』
で
あ
る
。
西
田
は
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
何
度
か
、
法
な
ど
の
社
会
制
度
の

起
源
を
家
族
宗
教
に
求
め
た
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
の
説
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
国
家
は
家
族
の
単
な

日
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西
田
に
よ
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
民
族
が
国
家
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
個
性
的
な
る
創
造
力
」
（
九
・
三
四
八
）
と
し
て
世
界
の
自

己
形
成
を
具
体
的
に
担
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
た
だ
単
に
歴
史
的
世
界
の
個
性
的
自
己
形
成
へ
の
参
与
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

道
徳
の
、
あ
る
い
は
理
性
の
実
現
で
も
あ
る
の
は
、
そ
の
創
造
的
営
為
が
、
「
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
の
使
命
」
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
「
歴

史
の
イ
デ
ー
」
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
使
命
」
、
あ
る
い
は
「
イ
デ
ー
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
田
が
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
最
後
に
付
し
た
補
足
的
な
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
田
は
、

る
延
長
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
よ
り
も
、
む
し
ろ
西
田
が
生
き
た
時
代
に
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
盛
ん
に
主
張
さ
れ
た
「
家

族
国
家
論
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

皇
室
を
臣
民
の
宗
家
、
天
皇
を
父
、
臣
民
を
そ
の
赤
子
と
位
置
づ
け
、
そ
の
間
の
慈
愛
と
崇
敬
と
い
う
感
情
を
国
家
形
成
の
基
軸
と
し
よ
う

と
し
た
「
家
族
国
家
論
」
（
お
）
に
対
し
て
、
西
田
は
、
「
社
会
の
理
性
化
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
国
家
を
対
置
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
調
）
。

も
ち
ろ
ん
、
「
国
家
即
道
徳
」
と
い
う
表
現
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
西
田
が
現
実
の
国
家
の
政
策
を
追
認
す
る
た
め
に
こ
の
言
葉
を
使
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
文
脈
に
沿
っ
て
こ
の
言
葉
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
西
田
の
意
図
が
そ
の
よ
う
な
点
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
西
田
が
語
ろ
う
と
し
た
の
は
、
主
権
に
よ
る
法
秩
序
の
形
成
が
「
理
性
」
の
具
体
化
と
い
う
意
味
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
家
は
ど
こ
ま
で
も
「
理
性
」
の
実
現
の
場
な
の
で
あ
り
、
エ
ー
ト
ス
を
欠
い
た
国
家
は
国
家
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
時
代
に
対
す
る
批
判
が
、
こ
の
「
国
家
即
道
徳
」
と
い
う
言
葉
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論
〔
藤
田
〕
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「
世
界
的
自
覚
の
時
代
」
と
い
う
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
す
べ
て
の
国
家
が
緊
密
な
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
一

つ
の
世
界
的
空
間
」
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
国
家
と
国
家
の
対
立
、
そ
し
て
支
配
ｌ
被
支
配
の
関
係
を
脱

す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
、
西
田
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
葉
を
続
け
て
い
る
。
「
之
を
解
決
す
る
途
は
、
各

自
が
世
界
史
的
使
命
を
自
覚
し
て
、
各
自
が
何
処
ま
で
も
自
己
に
即
し
な
が
ら
而
も
自
己
を
越
え
て
、
一
つ
の
世
界
的
世
界
を
構
成
す
る
の
外

彼
が
生
き
た
時
代
の
「
歴
史
的
課
題
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

十
八
世
紀
が
「
個
人
的
自
覚
」
の
時
代
、
そ
し
て
十
九
世
紀
が
「
国
家
的
自
覚
の
国
家
主
義
的
時
代
即
ち
帝
国
主
義
的
時
代
」
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
今
日
は
「
世
界
的
自
覚
の
世
界
史
的
時
代
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
西
田
は
そ
こ
で
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
の

よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。
「
我
々
は
単
な
る
対
立
的
国
家
の
理
念
を
越
え
て
、
新
な
る
世
界
構
成
の
理
念
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
々
の
国
家
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
史
的
課
題
が
把
握
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
今
日
の
世
界
の
問
題
は
何
処
ま
で

も
解
決
せ
ら
れ
な
い
。
一
つ
の
民
族
的
国
家
を
中
心
と
し
て
の
帝
国
主
義
的
理
念
は
も
は
や
過
去
に
属
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
我
々
は
深
く
此

の
歴
史
的
課
題
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
・
三
五
六
）
。

こ
の
「
歴
史
的
課
題
」
に
つ
い
て
西
田
は
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
は
、
こ
れ
以
上
詳
し
く
論
じ
て
い
な
い
が
、
一
九
四
三
年
に
著

し
た
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
と
題
し
た
小
文
の
な
か
で
そ
の
点
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
刀
）
。
「
国
家
理
由
の
問
題
」
で
の
記
述

を
踏
ま
え
て
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
今
日
の
世
界
は
、
私
は
世
界
的
自
覚
の
時
代
と
考
へ
る
。
各
国
家
は
各
自
世
界
的
使
命
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
世
界
史
的
世
界
即
ち
世
界
的
世
界
を
構
成
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
今
日
の
歴
史
的
課
題
で
あ
る
」

に
な
い
」
（
二
・
四
四
五
）
。

こ
こ
で
も
「
各
自
が
世
界

「
各
自
が
世
界

（
二
・
四
四
四
’
五
）
。
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史
的
使
命
を
自
覚
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
「
国
家
理
由
の
問
題
」
に
お
い
て
す
で
に
、
二
つ
の
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そ
し
て
そ
の
こ
と
と
関
わ
る
が
、
「
世
界
的
世
界
の
構
成
」
に
際
し
て
、
「
各
自
が
何
処
ま
で
も
自
己
に
即
し
な
が
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点

が
注
意
を
引
く
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
も
、
国
家
は
「
歴
史
的
世
界
の
地
盤
か
ら
社
会
的
に
生
成
」
す
る
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
西
田
は
「
い
づ
れ
の
国
家
民
族
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
地
盤
に
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

史
的
使
命
を
有
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
史
的
使
命
の
自
覚
が
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と
文
化
を
離
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
む
し
ろ
そ
の
上
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
世
界
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
世
界
の
歴
史
の
な
か
で
自
己
が
果
た
す
べ
き
「
使
命
」

の
自
覚
が
具
体
性
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
の
が
西
田
の
考
え
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
各
自
が
何
処
ま
で
も
自
己
に
即
し
な
が
ら
而
も
自
己
を
越
え
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
自
己
を
越
え
て
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
歴
史
的
地
盤
」
の
意
味
の
強
調
は
、
西
田
に
お
い
て
決
し
て
国
家
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
自
己
自
身
の
中
に
真
の
世
界
性
を
含
ま
な
い
単
に
自
己
の
民
族
を

中
心
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
世
界
を
考
へ
る
単
な
る
民
族
主
義
は
、
民
族
自
己
主
義
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
来
る
も
の
は
、
自
ら
侵

略
主
義
と
か
帝
国
主
義
と
か
云
ふ
も
の
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
今
日
、
英
米
の
帝
国
主
義
と
い
ふ
も
の
は
、
彼
等
の
民
族
自
己
主

義
に
基
く
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
或
一
民
族
が
自
己
自
身
の
中
に
世
界
的
世
界
形
成
の
原
理
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
れ
が
真
の
国
家

と
な
る
。
而
し
て
そ
れ
が
道
徳
の
根
源
と
な
る
」
（
二
・
四
四
九
）
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
立
脚
し
た
他
の
国
家
と
の
結
合
ｌ
そ
れ
が
結
局
は
帝

国
主
義
的
な
侵
略
に
終
わ
る
こ
と
が
こ
こ
で
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
ｌ
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
言
い

か
え
れ
ば
、
「
世
界
的
使
命
」
の
自
覚
に
基
づ
い
た
結
合
が
西
田
の
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

よ
い
で
あ
ろ
う
。

民
族
的
国
家
を
中
心
と
し
て
の
帝
国
主
義
的
理
念
は
も
は
や
過
去
に
属
す
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
西
田
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

、
、
、
、
、

国
家
が
世
界
の
歴
史
の
発
展
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
を
も
つ
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
を
相
対
化
す
る
視
点
を
有
し
て
い
た
と
言
っ
て

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論
〔
藤
田
〕
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先
に
、
西
田
の
「
国
家
即
道
徳
」
と
い
う
主
張
が
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
「
国
家
理
性
」
論
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。

マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
こ
の
書
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
六
年
後
の
一
九
二
四
年
で
あ
り
、
西
田
の
「
国
家
理
由
の
問
題
」

と
の
あ
い
だ
に
は
十
七
年
の
差
が
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
問
題
意
識
に
は
深
い
共
通
性
が
あ
る
。

マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
の
最
終
章
’
第
十
七
章
「
回
顧
と
現
代
」
ｌ
で
、
こ
の
著
作
が
著
さ
れ
た
時

期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ｌ
そ
し
て
「
国
家
理
性
」
の
理
念
の
ｌ
危
機
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
国
家
理
性
の
理
念
は
今
日

：
…
．
き
わ
め
て
深
刻
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
理
念
が
有
す
る
荒
々
し
い
激
情
と
い
う
自
然
な
下
地
が
…
…
今
日
ふ
た
た
び
以
前
よ
り

も
い
っ
そ
う
恐
ろ
し
い
仕
方
で
表
に
現
れ
で
て
き
て
い
る
」
（
羽
）
。
「
国
家
理
性
」
が
有
す
る
「
荒
々
し
い
激
情
と
い
う
自
然
な
下
地
」
と
い
う

の
は
、
も
ち
ろ
ん
穴
目
。
ｍ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
以
前
よ
り
も
大
き
な
力
を
及
ぼ
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ

は
そ
の
時
代
が
抱
え
る
歴
史
的
課
題
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
な
お
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
最
後
の
こ
と
は
、
国
家
理

性
の
限
界
に
関
す
る
古
く
か
ら
の
問
い
を
ふ
た
た
び
取
り
あ
げ
、
政
治
と
道
徳
と
の
望
ま
し
い
関
係
を
、
歴
史
的
研
究
と
時
代
経
験
と
の
共
同

作
業
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
お
り
に
、
描
き
だ
す
こ
と
で
あ
る
」
（
”
）
。

こ
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
思
い
は
、
西
田
幾
多
郎
が
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
筆
を
執
っ
た
と
き
に
抱
い
て
い
た
思
い
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
西
田
の
「
国
家
即
道
徳
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
課
題
を
追
求
す
る
た
め
に
西
田
が
掲
げ
た
ス
ロ
ー
ガ

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
穴
目
。
い
を
原
理
と
し
て
、
対
立
と
緊
張
の
道
を
歩
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
世
界
の
歴
史
の
な
か

で
果
た
す
べ
き
使
命
の
自
覚
を
通
し
て
、
共
存
と
協
力
の
道
を
探
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
今
日
の
も
っ
と
も
大
き
な
課
題

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
、
西
田
の
国
家
論
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
。

ン
で
あ
っ
た
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

五

二



（
１
）
旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
第
三
刷
）
付
録
一
、
三
頁
。

（
２
）
「
国
家
理
由
の
問
題
」
は
、
和
辻
哲
郎
が
編
集
を
担
当
し
た
岩
波
講

座
『
倫
理
学
』
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ほ
ぼ
書
き
上
げ

た
段
階
で
西
田
は
、
和
辻
に
宛
て
て
、
「
題
は
「
国
家
存
在
理
由
の
問
題
」

即
ち
吻
冨
冒
勝
目
の
問
題
と
い
ふ
の
で
つ
ま
り
私
の
立
場
か
ら
見
て

国
家
と
い
ふ
も
の
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
見
た
の
で

す
」
（
二
二
・
四
一
四
）
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
の
和
辻
宛
書
簡
の
言
葉

は
、
西
田
が
当
初
「
国
家
存
在
理
由
の
問
題
」
と
い
う
論
文
の
タ
イ
ト
ル

を
考
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
問
題
に
し
た
堕
豊
冒
勝
目

注
も
っ
と
も
西
田
の
場
合
に
は
、
、
冨
冒
勝
○
口
を
「
国
家
理
由
」
と
訳
し
た
こ
と
に
も
関
わ
る
が
、
た
だ
単
に
容
曽
目
と
両
昏
ｇ
と
の
望
ま

し
い
あ
り
方
を
模
索
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
号
。
い
が
穴
員
。
ｍ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
す
る
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
元
）
、

国
家
の
存
在
の
理
由
は
何
か
と
い
う
問
い
が
、
喫
緊
の
問
い
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
が
学
問
の
自
由
や

個
人
の
権
利
を
押
し
つ
ぶ
す
方
向
に
歩
み
は
じ
め
た
、
ま
さ
に
そ
の
状
況
の
な
か
で
こ
の
「
国
家
理
由
の
問
題
」
と
い
う
論
文
は
執
筆
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
て
こ
の
論
文
を
、
そ
し
て
西
田
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論
〔
藤
田
〕

と
い
う
概
念
ｌ
現
在
で
は
多
く
の
場
合
「
国
家
理
性
」
と
訳
さ
れ
る
１

１
を
、
国
家
の
存
在
の
理
由
は
何
か
と
い
う
問
題
関
心
と
結
び
つ
け
て
理

解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
西
田
の
著
作
・
書
簡
に
関
し

て
は
、
現
在
刊
行
中
の
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
か
ら

引
用
す
る
。
引
用
文
の
あ
と
の
数
字
は
巻
数
と
頁
数
と
を
表
す
。

（
３
）
澤
巨
『
［
エ
匡
答
①
い
，
ｇ
扇
。
旨
匡
曽
巾
留
画
且
昏
号
雪
．
爵
乏
ぎ
異
己
留
．

で
．
、
い
い
０
吋
い
い
．

（
４
）
罫
９
１
豊
富
の
旨
の
、
冨
靜
具
①
．
ェ
園
叩
く
．
ェ
．
需
同
司
昼
．
○
雪
。
号
言
．

雲
．
エ
ｏ
毎
『
・
国
豐
Ｑ
』
．
三
毎
コ
９
９
己
③
い
い
一
．

今
。
）
ン
画
●
○
・
．
い
い

（
６
）
拙
稿
「
西
田
哲
学
と
歴
史
・
国
家
の
問
題
」
（
『
日
本
哲
学
史
研
究
』

五

三



第
二
号
、
二
○
○
五
年
）
参
照
。

（
７
）
西
田
が
こ
の
「
異
な
れ
る
伝
統
と
伝
統
と
が
結
合
す
る
」
と
い
う

表
現
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
に
付
録
と
し
て
付
さ
れ
た

「
学
問
的
方
法
」
（
一
九
三
七
年
に
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
哲
学
公
開
講
演

会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
講
演
）
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
田
は
「
我
々

の
歴
史
的
文
化
を
背
景
と
し
て
新
し
い
世
界
文
化
を
創
造
す
る
と
云
ふ
の

は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
」
（
九
・
八
七
）
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ

れ
に
対
し
て
自
ら
次
の
よ
う
な
答
え
を
示
し
て
い
る
。
「
リ
ー
グ
ル
が
異

な
っ
た
芸
術
の
研
究
に
よ
っ
て
更
に
深
く
広
い
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
如

く
、
我
々
は
深
く
西
洋
文
化
の
根
抵
に
入
り
十
分
に
之
を
把
握
す
る
と

共
に
、
更
に
深
く
東
洋
文
化
の
根
抵
に
入
り
、
そ
の
奥
底
に
西
洋
文
化
と

異
な
っ
た
方
向
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
文
化
そ
の
も
の
の
広

く
深
い
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
文
化
に
よ
っ
て
東
洋
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
な

く
、
東
洋
文
化
に
よ
っ
て
西
洋
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
又
そ

の
何
れ
か
一
の
中
に
他
を
包
み
込
む
こ
と
で
も
な
い
。
却
っ
て
従
来
よ
り

は
一
層
深
い
大
き
な
根
抵
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
共
に
新
し
い

光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
九
・
九
二
。

（
８
）
西
田
は
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
な
か
で
、
ゲ
ー
テ
の
こ
の
言
葉

に
言
及
し
な
が
ら
、
こ
の
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
」
が
今
日
で
は
、
ゲ
ー

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

テ
が
考
え
た
よ
う
に
歴
史
を
動
か
す
個
人
に
で
は
な
く
、
「
民
族
に
於
て

現
れ
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
九
・
八
五
）
。

（
９
）
一
九
四
一
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
、
高
山
、
西
谷
、
そ
し
て
高

山
岩
男
、
鈴
木
成
高
が
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」
、
「
東
亜
共
栄
圏
の
倫

理
性
と
歴
史
性
」
、
「
総
力
戦
の
哲
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
３
回
に
わ
た
っ

て
行
っ
た
座
談
会
で
あ
り
、
一
九
四
三
年
に
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』

と
題
し
て
中
央
公
論
社
か
ら
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
た
。

（
Ⅲ
）
Ｆ
８
ｇ
宣
く
。
ロ
恩
異
。
．
〔
蔚
呂
尊
苛
§
１
ぎ
壼
鼻
岸
富
聴
く
。
国
昏
扇
電
。
旨
自
国
．

Ｆ
ｏ
ｓ
且
い
い
い
い

（
Ⅱ
）
鈴
木
成
高
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
九
年
）

七
三
頁
。

（
ｕ
）
冒
具
ｐ
Ｑ
鴎
＆
弓
言
ｇ
Ｑ
ぎ
壽
弄
．
陣
厨
．

（
旧
）
西
田
は
「
国
家
理
由
の
問
題
」
の
な
か
で
、
ラ
ン
ヶ
が
「
政
治
問
答
」

に
お
い
て
「
哲
学
的
文
法
」
に
否
定
的
に
論
及
し
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る

（
九
・
三
三
六
）
。

（
脚
）
昏
具
ｐ
Ｑ
ｇ
ｇ
菖
話
§
且
ざ
壷
鼻
．
画
畠
．

（
崎
）
シ
画
．
○
・
嘩
陣
℃
Ｐ

（
応
）
少
．
Ｐ
○
．

（
Ⅳ
）
冨
昌
局
呉
興
景
鼻
ｎ
画
目
目
．
い
ち
．

（
岨
）
瀞
自
国
呂
冒
。
時
：
胃
專
『
・
堕
号
奇
、
舎
匡
冨
曾
。
、
忌
曽
＠
局
菖
冨
『

の
蜀
詠
ョ
。
具
三
・
‐
ロ
．
９
旨
言
農
ェ
．
”
ｇ
冒
涜
．
で
嵐
い
ち
駅
．
匡
笥
巴
も
．
凶
．

五
四



（
⑲
）
ざ
昌
昌
切
国
◎
忌
昌
少
自
号
噌
く
ｇ
碗
戸
島
屈
画
息
詳
笛
雪
辱
１
駒
興
．
詞
罰
巨
乱
冒
耳
一
息
余

己
．
一
口

（
犯
）
詩
自
国
且
目
脂
醗
畠
毎
冨
劇
号
言
骨
呂
言
馬
．
匡
言
２
も
．
ご
Ｐ

（
別
）
ざ
自
己
切
冒
皇
昌
ど
鳥
隠
く
呂
爵
ゞ
烏
魯
冨
ｇ
恩
恵
号
関
も
．
一
＆
．

（
型
）
帝
自
国
且
旨
贈
畠
島
一
言
鴎
烏
昏
昏
ｇ
尽
匡
の
，
匡
弓
⑦
一
も
心
晨
．

（
羽
）
こ
の
問
題
を
主
題
と
し
て
論
じ
た
研
究
書
に
嘉
戸
一
将
『
西
田

幾
多
郎
と
国
家
へ
の
問
い
』
（
以
文
社
、
二
○
○
七
年
）
が
あ
る
．
同
書

四
一
頁
以
下
参
照
。

（
汎
）
佐
々
木
毅
が
『
主
権
・
抵
抗
権
・
寛
容
ｌ
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の

国
家
哲
学
ｌ
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
の
な
か
で
こ
の
問
題
に

注
目
し
て
い
る
。

（
お
）
一
九
三
七
年
に
文
部
省
が
ま
と
め
た
『
国
体
の
本
義
』
に
典
型
的

な
形
で
見
い
だ
さ
れ
る
。
「
我
が
国
は
一
大
家
族
国
家
で
あ
っ
て
、
皇
室

は
臣
民
の
宗
家
に
ま
し
ま
し
、
国
家
生
活
の
中
心
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
臣

民
は
祖
先
に
対
す
る
敬
慕
の
情
を
以
て
、
宗
家
た
る
皇
室
を
崇
敬
し
奉

り
、
天
皇
は
臣
民
を
赤
子
と
し
て
愛
し
み
給
ふ
の
で
あ
る
」
（
同
四
七
頁
）
。

「
家
族
国
家
論
」
の
成
立
は
明
治
後
期
に
遡
る
。
た
と
え
ば
穂
菰
八
束
『
悲

法
提
要
』
（
有
斐
閣
、
一
九
一
○
年
、
上
巻
二
六
四
頁
）
な
ど
を
参
照
。

（
亜
）
嘉
戸
一
将
は
『
西
田
幾
多
郎
と
国
家
へ
の
問
い
』
の
な
か
で
、
「
国

家
は
家
族
の
単
な
る
延
長
で
は
な
い
」
と
い
う
西
田
の
主
張
に
触
れ
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
批
判
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

西
田
幾
多
郎
の
国
家
論
〔
藤
田
〕

家
族
国
家
輪
に
対
す
る
批
判
は
、
天
皇
を
〈
父
〉
と
し
臣
民
を
（
子
〉
と

す
る
体
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
を
意
味
し
、
い
わ
ゆ
る
「
国

体
」
論
批
判
に
つ
な
が
る
か
ら
だ
」
（
同
書
八
九
頁
）
。

（
刀
）
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
西
田
哲
学
と
歴
史
．

国
家
の
問
題
」
（
『
日
本
哲
学
史
研
究
』
第
２
号
）
九
八
頁
以
下
を
参
照
さ

れ
た
い
。
こ
こ
で
は
陸
軍
関
係
者
、
そ
し
て
時
の
首
相
東
条
英
機
に
読
ま

れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
西
田
の
意
図
は
、
本

文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
「
世
界
的
世
界
を
構
成
す
る
」
と
い

う
と
い
う
点
ｌ
そ
れ
を
西
田
は
「
世
界
的
世
界
形
成
主
義
」
と
表
現
し

て
い
る
ｌ
に
あ
っ
た
。
「
西
田
哲
学
と
歴
史
・
国
家
の
問
題
」
九
二
頁

以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
配
）
言
①
胃
ｇ
冨
卯
景
翼
⑱
．
国
９
ｓ
．
い
ち
蝉

（
汐
）
シ
画
●
○
・
・
ｍ
李
９
．

（
犯
）
た
と
え
ば
一
九
三
七
年
九
月
二
七
日
付
け
の
原
田
熊
雄
宛
書
簡
で

西
田
は
時
局
の
推
移
を
「
す
べ
て
理
と
い
ふ
も
の
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
唯
力

の
世
界
と
な
っ
た
様
に
も
お
も
ひ
ま
す
」
（
二
二
・
六
六
’
六
七
）
と
言
い

表
し
て
い
る
。

五
五


