
も
の
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
」
（
２
）
。

一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
、
雑
誌
『
改
造
』
に
寄
せ
た
「
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
」
と
い
う
短
編
に
お
い
て
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
学

問
は
道
具
な
ど
と
は
違
っ
て
そ
の
中
心
は
生
き
た
も
の
を
も
っ
て
ゐ
る
。
西
洋
の
学
問
を
も
っ
て
来
て
、
伝
統
の
全
く
違
ふ
東
洋
に
生
か
さ
う

と
す
る
に
は
、
学
問
の
生
命
を
ま
で
変
へ
て
使
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
簡
単
に
道
具
の
や
う
に
結
び
合
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
る

西
洋
の
学
問
を
受
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
学
問
を
基
礎
と
し
、
西
洋
の
価
値
観
の
普
遍
性
を
根
本
か
ら
問
い
つ
つ
、
自
ら
の
文
化

の
可
能
性
を
改
め
て
問
う
こ
と
は
、
近
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
○
’
一
九
四
五
）
も
、
儒

学
か
ら
哲
学
へ
と
い
う
転
換
を
実
現
さ
せ
、
近
代
日
本
哲
学
の
礎
を
築
く
と
と
も
に
、
東
洋
の
哲
学
思
想
に
反
省
を
加
え
、
新
し
い
「
知
の
座

標
軸
」
（
１
）
を
作
り
上
げ
た
近
代
日
本
の
独
創
的
な
思
想
家
で
あ
っ
た
。

東
洋
の
学
問
に
は
東
洋
の
学
問
の
「
生
命
」
が
あ
り
、
西
洋
の
学
問
に
は
西
洋
の
学
問
の
「
生
命
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
両

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

西
田
哲
学
と
儒
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し
か
し
、
そ
れ
は
東
洋
の
学
問
の
「
生
命
」
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
」
の
中
で
、
西
田
は
、

「
吾
々
東
洋
人
は
東
洋
的
に
考
へ
、
も
つ
と
狭
く
日
本
人
し
て
は
ど
う
し
て
も
日
本
的
に
物
事
を
考
へ
る
こ
と
に
な
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
西
田
が
語
る
と
き
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
景
に
満
州
事
変
以
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
西
田
は
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
日
本
的
思
惟
の
特
徴
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
述
べ
る
と
同
時
に
、

西
田
は
、
排
他
的
な
傾
向
を
も
つ
極
端
な
日
本
主
義
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
「
単
に
日
本
だ
け
が
孤
立
し
て
ゐ
る

も
の
と
考
へ
な
い
で
、
日
本
と
い
ふ
立
場
か
ら
世
界
的
に
考
へ
て
行
く
と
い
ふ
風
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
」
（
４
）
。
伝
統
的
な
学
問
の
「
生

命
」
を
生
か
し
つ
つ
、
他
方
、
西
洋
の
学
問
の
「
生
命
」
を
鏡
と
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
反
省
を
加
え
、
新
し
い
学
問
を
創
造
し
て
い
く
と
い

う
課
題
を
果
す
た
め
に
は
、
「
日
本
的
」
、
「
世
界
的
」
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
西
田
の
考
え
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

者
は
容
易
に
は
一
つ
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
西
田
は
、
「
人
心
の
根
抵
に
は
知
識
と
情
意
と
の
一
致
を
求
む
る

深
き
要
求
の
あ
る
」
（
一
‐
四
七
）
（
３
）
と
述
べ
、
欧
州
の
近
代
に
お
い
て
そ
れ
は
、
「
相
分
れ
る
様
な
傾
向
が
で
き
た
。
併
し
こ
れ
は
人
心
本

来
の
要
求
に
合
う
者
で
は
な
い
」
（
一
‐
四
七
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
の
「
近
代
」
を
反
省
し
、
知
情
意
合
一
の
立
場
か
ら
、

西
田
は
自
ら
の
哲
学
的
研
究
を
始
め
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

知
識
と
情
意
と
の
区
別
は
、
科
学
技
術
の
成
立
と
発
展
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
に
西
洋
の
学
問
の
「
生
命
」
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
維
新
以
後
、
日
本
は
そ
の
成
果
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
近
代
化
」
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
同
時
に
、
西
洋

の
「
近
代
」
の
受
容
と
い
う
共
通
の
課
題
を
持
っ
て
い
た
東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
強
い
影
響
を
与
え
、
「
媒
介
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
「
近
代
」
の
受
｛

き
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
唾

西
田
哲
学
と
儒
学
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対
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〔
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「
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
西
田
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
よ
く
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
と
を
比

較
し
て
、
外
面
的
に
似
よ
っ
た
点
を
見
つ
け
て
喜
ん
だ
り
、
儒
教
の
思
想
が
日
本
に
於
て
実
現
せ
ら
れ
た
と
考
へ
る
様
な
人
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
い
か
に
同
じ
様
に
見
え
て
も
本
当
は
違
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
鯨
は
形
な
ど
か
ら
は
魚
に
見
え
る
け
れ
ど
も
動
物
学
者

か
ら
見
れ
ば
魚
で
は
な
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
」
（
５
）
．

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
九
○
（
明
治
二
三
）
年
、
「
教
育
勅
語
」
が
万
世
一
系
の
皇
道
精
神
と
儒
教
倫
理
と
を
合
わ
せ
た
国
民

教
化
の
指
針
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
以
降
、
儒
教
思
想
は
、
天
皇
制
国
家
・
家
族
制
度
の
維
持
の
た
め
に
国
民
を
臣
民
と
し
て
教
育
す
る
手
段

と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
儒
教
思
想
は
政
治
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
意
識
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
。

西
田
も
ま
た
、
一
九
四
○
（
昭
和
十
五
）
年
に
発
表
し
た
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
な
か
で
、
日
本
が
そ
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
儒
教
思
想

の
影
響
を
強
く
受
け
て
き
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
支
那
（
中
国
ｌ
筆
者
注
）
文
化
の
儒

教
的
な
考
へ
か
ら
、
我
国
文
化
を
も
唯
教
学
的
に
考
へ
、
又
然
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
如
き
考
に
は
、
私
は
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（
一
二
‐
三
四
○
）
。
「
教
学
的
に
考
へ
」
と
い
う
の
は
、
儒
教
的
道
徳
を
即
道
徳
と
考
え
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
い
う
主
張
を
指
す
（
６
）
。

そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
西
田
は
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
我
国
文
化
の
根
抵
に
は
、
支
那
文
化
と
根
抵
的
に

異
な
る
も
の
」
（
一
二
‐
三
四
○
）
が
あ
り
、
「
理
」
よ
り
も
「
事
」
を
尊
重
し
、
「
事
」
を
軸
と
し
て
歴
史
的
世
界
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と

が
目
指
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
田
は
儒
教
的
な
も
の
と
は
異
な
っ
た
「
日
本
的
」
な
も
の
の
存
在
を
主
張
す
る
一
方
で
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
、
雑

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

一
一
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誌
『
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
特
殊
性

を
失
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
文
化
と
い
ふ
も
の
が
な
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
併
し
独
自
の
文
化
の
立
場
か
ら
独
自
の
文
化
を
発
展
し
行
く
と

い
ふ
こ
と
は
、
唯
抽
象
的
に
個
物
的
方
向
に
の
み
進
む
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
種
々
な
る
文
化
が

各
自
の
立
場
を
守
り
な
が
ら
、
世
界
を
媒
介
と
し
て
自
己
自
身
を
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
世
界
的
文
化
が
形
成
せ
ら
れ
て
行
く
の
で
あ

る
」
（
七
‐
四
五
二
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
そ
の
基
盤
を
離
れ
て
発
展
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
た
だ
「
個
物
的
方
向
」
に
の
み
進

む
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
自
己
の
文
化
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
は
、
逆
に
文
化
の
発
展
を
阻
害
す
る
。
文
化
の
創
造
的
な
生
命
を
殺
す

こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
「
内
」
に
の
み
眼
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
「
世
界
を
媒
介
と
し
て
」
、
は
じ
め
て
文
化
の
発
展
と
い
う
も
の
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
（
７
）
。
そ
の
こ
と
を
西
田
は
こ
の
論
文
の
末
尾
で
、
「
深
く
己
を
窮
め
又
よ
く
他
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
真
に
我
々

の
進
む
べ
き
途
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
」
（
七
‐
四
五
三
）
と
記
し
て
い
る
。

道
徳
的
な
「
知
」
、
な
い
し
「
理
」
を
中
心
と
す
る
中
国
の
儒
学
思
想
は
、
東
洋
人
の
基
本
的
教
養
と
し
て
広
く
伝
え
ら
れ
た
。
あ
る
意
味

に
お
い
て
そ
れ
は
、
東
洋
人
の
「
言
語
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
伝
統
の
漢
学
の
素
養
が
深
か
っ
た
西
田
は
、
そ
れ
を
支
柱
と
し
て
人
格

形
成
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
以
降
の
西
洋
の
学
問
の
受
容
は
、
日
本
の
学
問
・
思
想
の
あ
り
方
に
根
本
的
な
反
省
を
促
し
た
。
こ
の
よ
う

な
流
れ
の
中
で
、
西
田
は
、
西
洋
哲
学
を
積
極
的
に
受
容
す
る
一
方
、
「
日
本
的
」
な
も
の
の
歴
史
的
「
現
わ
れ
」
に
注
目
し
、
そ
の
「
現
わ
れ
」

を
も
う
一
度
「
根
抵
」
か
ら
考
え
直
そ
う
と
試
み
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

青
年
時
代
に
王
陽
明
の
思
想
に
共
感
を
示
し
た
西
田
を
、
「
日
本
的
陽
明
学
の
系
譜
」
（
８
）
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
こ

西
田
哲
学
と
儒
学
の
対
話
〔
呉
〕
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一
九
○
五
（
明
治
三
八
）
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
倫
理
学
草
案
」
に
お
い
て
、
西
田
は
倫
理
学
が
歴
史
の
中
で
自
然
に
形
成
さ
れ
た
「
事
実
的

道
徳
」
で
満
足
せ
ず
、
新
た
な
社
会
事
情
に
応
じ
て
新
し
い
道
徳
の
基
礎
を
置
こ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日

本
の
場
合
に
つ
い
て
、
「
我
国
の
如
き
も
維
新
前
の
孔
孟
主
義
の
道
徳
が
其
勢
力
を
失
ふ
と
共
に
今
日
の
新
事
情
に
応
ず
る
為
倫
理
学
研
究
を

要
す
る
時
代
で
あ
る
と
思
ふ
」
（
一
六
‐
一
五
九
）
と
語
っ
て
い
る
。

西
田
が
目
指
し
た
の
は
、
孔
孟
主
義
の
代
替
物
を
見
出
す
こ
と
で
も
な
く
、
明
治
時
代
の
政
治
体
制
の
た
め
に
新
し
い
倫
理
観
を
立
て
る
こ

と
で
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
人
生
の
実
地
的
要
求
」
に
基
づ
き
、
倫
理
学
研
究
の
新
し
い
地
平
を
切
り
開
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
伝
統
の
儒
教

思
想
に
対
し
て
西
田
は
、
決
し
て
一
概
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
今
の
時
代
」
に
立
っ
て
も
依
然
と
し
て
「
直
接
に
我
々
を
動
か
す
心

情
的
な
も
の
と
し
て
生
き
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
一
二
‐
三
六
○
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
西
田
の
言
う
「
生
命
巨
狩
の
事
実
」
と
重
な
る
。

ま
た
、
「
人
心
の
疑
惑
」
と
題
し
た
掌
編
に
お
い
て
、
そ
れ
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
「
我
が
所
謂
人
心
の

疑
惑
と
云
ふ
の
は
、
智
識
的
要
求
に
本
づ
く
哲
学
的
問
題
で
は
な
く
て
、
我
等
が
情
意
の
上
に
於
て
天
地
人
生
に
対
す
る
関
係
を
定
め
ん
と
す

る
実
地
の
要
求
よ
り
来
る
の
で
あ
る
。
我
等
が
悲
し
む
喜
ぶ
欲
す
る
求
む
る
此
等
の
事
実
の
上
に
於
て
、
血
と
涙
と
を
以
て
決
す
べ
き
生
命
の

問
題
で
あ
る
」
（
一
三
‐
八
八
）
。
こ
の
「
生
命
の
事
実
」
、
な
い
し
「
生
命
の
問
題
」
に
立
脚
し
て
、
倫
理
学
研
究
の
新
し
い
地
平
を
切
り
開

く
こ
と
が
、
西
田
の
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
九
二
（
明
治
四
四
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
善
の
研
究
』
の
な
か
で
、
西
田
は
そ
の
よ
う
な
考
え
に
沿
っ
て
当
智
勇
」
や
「
仁
義
」
と
い
つ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
同
じ
く
儒
教
思
想
と
い
う
視
点
か
ら
、
近
代
に
お
け
る
日
本
の
思
想
史
を
考
察
し
た
猪
城
博
之
は
、
「
陽
明

学
的
」
、
「
朱
子
学
的
」
（
９
）
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
西
田
の
思
索
転
換
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
西
田
哲
学
を

日
本
陽
明
学
と
い
う
系
譜
の
中
に
果
た
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
西
田
に
と
っ
て
儒
教
思
想
は
い
っ
た

い
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

八
○



一
九
四
一
（
昭
和
一
五
）
年
に
出
さ
れ
た
「
ボ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
」
（
『
哲
学
論
文
集
第
四
』
所
収
）
と
い
う
論
文
の
最
後
で
、
西
田

は
東
洋
道
徳
の
根
本
で
あ
る
「
至
誠
」
に
ふ
れ
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

た
儒
教
の
倫
理
観
に
批
判
を
加
え
、
「
善
」
を
「
自
己
の
発
展
完
成
⑫
⑰
房
ｇ
胃
昌
ｏ
己
（
自
己
実
現
、
一
‐
一
四
五
）
と
し
て
解
釈
し
直
し
て
い

る
。
ま
た
、
王
陽
明
の
言
う
「
至
誠
」
、
或
い
は
「
良
知
」
を
心
の
本
体
と
し
て
、
「
良
知
を
致
す
」
こ
と
を
先
験
的
な
「
良
知
」
を
出
立
点
と
し
、

自
己
の
根
底
に
あ
る
善
の
本
性
を
喚
起
す
る
こ
と
と
捉
え
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
自
己
の
全
力
を
蓋
し
き
り
、
殆
ど
自
己
の
意
識

が
無
く
な
り
、
自
己
が
自
己
を
意
識
せ
ざ
る
所
に
、
始
め
て
真
の
人
格
の
活
動
を
見
る
の
で
あ
る
」
（
一
‐
一
五
四
）
。
こ
の
文
章
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
西
田
は
「
至
誠
」
を
「
自
己
を
意
識
せ
ざ
る
所
」
ま
で
徹
底
し
た
「
人
格
の
活
動
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。

私
は
東
洋
道
徳
の
根
本
は
誠
に
あ
る
と
思
ふ
。
至
誠
と
か
純
一
と
か
云
ふ
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
単
に
誠
と
云
へ
ぱ
主
観
的
感
情
と

考
へ
ら
れ
る
が
、
客
観
的
に
は
そ
れ
が
私
の
所
謂
物
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
恰
も
母
が
子
と
な
る
が
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

無
限
の
知
も
行
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
物
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
受
動
的
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
至
誠
は
無
限
の
動
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
或
一
つ
の
物
に
固
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
（
母
の
我
子
を
愛
す
る
如
く
に
）
。
至
誠
と
は
何
処
に
も

止
ら
な
い
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毫
厘
も
止
ま
る
所
あ
ら
ぱ
、
私
慾
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
至
誠
と
は
単
に
無
心
と
言
ふ
こ
と
で
あ

る
か
。
否
、
そ
れ
は
所
と
し
て
心
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
が
天
地
に
充
満
し
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。

至
誠
と
云
ふ
こ
と
は
、
無
意
識
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
常
に
主
客
が
具
は
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
物
と
な
っ
て
識
別
す
る

西
田
哲
学
と
儒
学
の
対
話
〔
呉
〕

四

八
一



こ
の
文
章
か
ら
明
ら
か
よ
う
に
、
西
田
の
理
解
し
た
「
至
誠
」
は
、
ま
ず
主
観
的
な
感
情
で
は
な
く
、
具
体
的
な
「
物
」
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

母
が
子
と
な
り
、
子
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
物
」
に
な
り
き
る
と
こ
ろ
か
ら
無
限
の
知
も
行
も
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
根

源
的
な
「
知
行
合
一
」
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
至
誠
」
は
私
欲
を
排
斥
す
る
心
の
事
実
と
し
て
、
「
無
限
の
動
気
す
な
わ
ち
「
意

志
」
の
活
動
で
も
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
至
誠
」
へ
の
解
釈
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
「
至
誠
と
は
我
々
の
自
己
が
絶
対
者
へ
の
絶
対
的
関
係
に
於
て
絶
対
者
の
自
己
射
影
点
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
故
に
至
誠
に
於
て
は
一
歩
一
歩
が
絶
対
で
あ
る
。
我
々
は
至
誠
に
於
て
、
い
つ
も
絶
対
に
触
れ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
一
○
‐

一
七
六
）
と
い
う
よ
う
に
、
西
田
は
宗
教
の
立
場
か
ら
「
至
誠
」
と
い
う
概
念
を
読
み
直
し
て
い
る
。
し
か
も
、
「
絶
対
者
の
自
己
射
影
点
と

し
て
の
立
場
か
ら
云
へ
ば
、
行
と
云
っ
て
も
我
は
か
ら
ひ
に
て
行
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
非
行
で
あ
り
、
善
と
云
っ
て
も
我
は
か
ら
ひ
に
て
つ
く

る
善
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
非
善
で
あ
る
の
で
あ
る
。
私
が
物
と
な
っ
て
見
、
物
と
な
っ
て
行
ふ
と
云
ふ
所
以
で
あ
る
。
」
（
一
○
‐
一
七
四
）
と
い

う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
我
々
の
自
己
の
絶
対
否
定
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
の
死
」
（
一
○
‐
一
七
四
）
に
至
る
と
い

う
根
本
的
な
事
実
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
絶
対
者
の
神
の
自
己
否
定
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
絶
対
者
の
射
影
点
と
し
て
、
物
と
な
っ
て
見
、

物
と
な
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
真
の
自
覚
が
成
立
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
儒
教
の
、
個
人
を
拡
充

し
、
「
天
地
万
物
一
体
の
仁
」
を
実
現
す
る
と
い
う
思
想
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
と
で
あ
る
。
又
そ
れ
は
単
に
衝
動
的
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
己
を
議
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
を
全
体
と
の
関
係
に
於

て
見
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
絶
対
の
立
場
か
ら
見
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
至
誠
と
は
我
々
の
自
己
が
絶
対
者
へ
の

絶
対
的
関
係
に
於
て
絶
対
者
の
自
己
射
影
点
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
至
誠
に
於
て
は
一
歩
一
歩
が
絶
対
で

あ
る
。
我
々
は
至
誠
に
於
て
、
い
つ
も
絶
対
に
触
れ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
（
一
○
，
一
七
六
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

八
二



「
格
物
致
知
」
と
い
う
言
葉
は
、
儒
学
の
中
心
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
朱
子
の
「
物
に
格
る
」
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
、
王
陽
明
は
「
物
を
正
す
」

と
読
み
換
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
田
は
「
や
は
り
朱
子
の
如
く
物
に
格
る
と
読
み
た
い
」
と
述
べ
、
王
陽
明
の
解
釈
を
退
け
て
い
る
。
実
は
、

イ
タ

日
本
陽
明
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
中
江
藤
樹
は
、
『
大
学
解
』
の
な
か
で
、
「
致
良
知
」
を
「
良
知
二
致
ル
」
と
解
し
、
良
知
の
本
体
あ
る
い
は
心

の
本
体
を
超
越
的
存
在
と
し
て
考
え
た
（
四
。
西
田
が
中
江
藤
樹
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
受
け
継
い
だ
の
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
、
若
き
時
代
の
西
田
幾
多
郎
が
中
江
藤
樹
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
（
皿
）
。

「
格
物
」
と
い
う
儒
学
伝
統
の
概
念
に
対
し
て
西
田
は
、
「
物
と
な
っ
て
考
へ
物
と
な
っ
て
行
ふ
」
と
解
し
た
。
こ
の
言
葉
に
お
い
て
西
田
が

力
点
を
置
い
た
の
は
、
「
考
へ
」
、
「
行
ふ
」
、
あ
る
い
は
「
知
行
合
ご
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
物
と
な
っ
て
」
と
い
う
点
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
王
陽
明
は
か
つ
て
「
た
だ
鏡
が
明
ら
か
で
な
い
の
を
恐
れ
る
、
物
来
り
て
照
ら
ざ
る
を
恐
れ
な
い
」
（
『
伝
習
録
』
上
二
一
）
と

述
べ
、
外
よ
り
も
内
、
物
よ
り
も
「
心
」
の
面
を
強
調
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
は
「
物
と
な
っ
て
考
へ
、
物
と
な
っ
て
行
ふ
、
我
々
が

歴
史
創
造
に
於
て
一
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
に
は
、
何
処
ま
で
も
科
学
的
と
云
ふ
こ
と
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
徹
底
的
科
学
的
と

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
至
誠
」
と
い
う
概
念
を
西
田
が
山
鹿
素
行
の
思
想
を
援
用
し
て
解
釈
し
直
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
西

田
は
ま
ず
、
「
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
」
と
い
う
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
格
物
を
や
は
り
朱
子
の
如
く
物
に
格
る

と
読
み
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
物
と
な
っ
て
考
へ
物
と
な
っ
て
行
ふ
と
云
ふ
意
に
解
し
た
い
。
真
の
客
観
的
当
為
は
、
此
か
ら

出
て
来
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
唯
一
絶
対
の
場
所
に
於
て
見
る
こ
と
か
ら
、
即
ち
主
観
的
自
我
の
絶
対
否
定
の
立
場
か
ら
で
あ
る
」
（
一
○
‐

一
七
五
）
。

西
田
哲
学
と
儒
学
の
対
話
〔
呉
〕

五

八
三



山
鹿
素
行
は
し
ば
し
ば
、
「
己
む
を
得
ざ
る
の
情
」
（
『
山
鹿
語
類
』
巻
三
七
）
と
か
、
「
天
性
の
情
」
（
『
山
鹿
語
類
』
巻
一
七
）
と
か
い
う
言
葉
で
、

「
誠
」
の
性
格
を
言
い
表
す
と
と
も
に
、
「
好
色
を
好
み
美
食
を
欲
す
る
は
、
情
の
誠
に
し
て
、
之
れ
を
貧
り
之
れ
を
淫
す
る
に
至
る
は
、
皆
情

の
過
溢
流
蕩
に
し
て
、
以
て
天
下
古
今
に
及
ぼ
す
べ
か
ら
ず
」
（
『
山
鹿
語
類
』
巻
三
七
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
誠
」
を
「
聖
教
」
の
中
心
概
念

の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
（
Ｍ
）
。
そ
こ
で
、
ま
さ
に
相
良
亨
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
敬
」
を
中
心
と
す
る
中
国
の
儒
学
か
ら
、
「
誠
」
を
中

心
と
す
る
日
本
的
儒
学
へ
の
「
転
向
」
が
生
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
侭
）
。
西
田
の
「
至
誠
」
へ
の
理
解
は
、
こ
の
山
鹿
素
行
の
、
「
日
本
的
」

な
理
解
に
近
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
処
ま
で
も
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
二
‐
三
四
三
）
と
い
う
よ
う
に
、

「
物
の
真
実
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
真
の
客
観
的
」
、
「
主
観
的
自
我
の
絶
対
否
定
」
と
い
う
西
田
の
表
現
、
ま
た
「
や

は
り
」
と
い
う
語
の
裏
に
は
、
陽
明
学
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
陽
明
学
の
「
至
誠
」
の
立
場
は
む
し
ろ
、
「
主
観
的
感
情
」

と
か
、
「
無
心
」
と
か
、
「
衝
動
的
」
と
か
い
っ
た
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
陽
明
学
へ
の
批
判
と
表
裏
関
係
を
な
し
て
い
る
の
は
、
日
本
的
儒
学
へ
の
接
近
で
あ
る
（
吃
）
。
「
至
誠
」
と
い
う

概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
西
田
は
山
鹿
素
行
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
「
国
家
理
由
の
問
題
」
（
一
九
四
一
年
）
と
い
う
論
文
の
中
で
、
西
田
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
東
洋
道
徳
は
誠
を
以
て
出
立
点
と
す
る
。
素
行
は
不
得
已
之
謂
誠
、
純
一
而
不
雑
、
古
今
上
下
不
可
易
也
、
維
天

之
命
、
於
穆
不
已
也
、
聖
教
未
嘗
不
以
誠
と
云
っ
て
ゐ
る
（
聖
教
要
録
）
…
…
誠
と
は
、
己
を
議
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
○
‐

三
三
○
）
。
こ
の
文
章
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
田
は
山
鹿
素
行
の
『
聖
教
要
録
』
に
大
き
な
共
感
を
寄
せ
、
「
誠
」
を
そ
の
思
想
で
解
釈
し

よ
う
と
し
た
。
た
だ
、
西
田
が
引
用
し
た
『
聖
教
要
録
』
の
文
章
に
続
く
「
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
誠
を
致
（
き
わ
）
む
る
と
き
は
、
則
ち
一

言
一
行
一
事
一
物
の
間
、
誠
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
（
恩
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
山
鹿
素
行
の
「
誠
」
の
真
の
理
解
が
言
い
表
さ
れ
て

言
一
行
一
事
一
物
の
間
、
誠
．

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

八
四



西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
（
一
九
二
七
年
）
の
「
序
」
で
、
「
形
相
を
有
と
な
し
形
成
を
善
と
な
す
泰
西
文
化
の
絢
燗
た
る
発

展
に
は
、
尚
ぷ
べ
き
も
の
、
学
ぶ
べ
き
も
の
の
許
多
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
幾
千
年
来
我
ら
の
祖
先
を
孚
み
来
つ
た
東
洋
文
化
の
根
抵

に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
と
云
っ
た
様
な
も
の
が
潜
ん
で
居
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
の
心
は
此
の
如

き
も
の
を
求
め
て
已
ま
な
い
、
私
は
か
坐
る
要
求
に
哲
学
的
根
拠
を
与
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
」
（
四
‐
六
）
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の

言
葉
は
確
か
に
、
西
田
が
積
極
的
に
儒
教
的
な
伝
統
を
自
ら
の
思
想
の
中
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
『
善
の
研
究
』
の
中
国
語
訳
（
魏
肇
基
翻
訳
、
上
海
、
開
明
書
店
、
一
九
二
九
年
）
に
付
し
た
序
文
に
お
い
て
西
田
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
哲
学
は
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
芸
術
、
宗
教
と
同
じ
く
、
我
々
の
感
情
に
基
づ
い
た
我
々
の
生
命
の
表

現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幾
千
年
来
、
我
々
の
祖
先
を
孚
ん
で
き
た
東
洋
文
化
の
発
揚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
我
々
東
洋
人
の
哲
学
は
、

我
々
の
生
命
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
哲
学
を
学
ば
な
け
れ
ば
学
問
の
形
式
は
整
わ
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
東
洋
人
で
あ
る
我
々

の
も
の
で
あ
り
、
…
…
我
々
の
宗
教
、
芸
術
、
哲
学
の
根
抵
に
は
、
西
洋
と
比
べ
て
優
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
（
筆
者
訳
）
尼
）
こ

こ
で
は
、
哲
学
も
ま
た
、
芸
術
や
宗
教
と
同
じ
く
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
生
命
の
表
現
」
で
あ
る

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
東
洋
の
哲
学
は
東
洋
人
の
「
生
命
の
表
現
」
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
西
田
は
陽
明
学
へ
の
批
判
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
「
至
誠
」
と
い
う
概
念
を
再
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を

根
拠
付
け
る
た
め
に
、
山
鹿
素
行
の
「
誠
」
の
理
解
を
援
用
し
た
．
西
田
の
「
至
誠
」
の
理
解
は
王
陽
明
の
そ
れ
に
近
い
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
日
本
の
儒
教
思
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

西
田
哲
学
と
儒
学
の
対
話
〔
呉
〕
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「
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
知
の
根
底
に
あ
っ
て
、
知
を
支
え
て
い
る
も
の
、
た
と

え
ば
老
荘
思
想
や
禅
仏
教
で
言
わ
れ
る
「
不
知
」
（
Ｕ
や
「
無
知
」
に
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
は

そ
の
よ
う
な
要
求
に
「
哲
学
的
根
拠
」
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
田
は
一
方
で
東
洋
文
化
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
「
今
日
の
新
事
情
に

応
ず
る
為
倫
理
学
研
究
を
要
す
る
」
と
い
う
初
期
の
構
想
が
示
す
よ
う
に
、
ま
た
「
至
誠
」
に
つ
い
て
の
独
自
な
解
釈
が
示
す
よ
う
に
、
西
田
は
、

儒
教
を
墨
守
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
新
た
な
生
命
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
た
な
視
点
か
ら
新
た
な
光
を
照
射
し
、
新
た
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
理
解
し

て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
く
文
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

「
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
吉

「
我
々
の
感
情
に
基
い
た
我
々
の
生
命
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
西
田
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
先
の
引
用
文

中
で
言
わ
れ
て
い
た
「
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
東
洋
独
自
の
態
度
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
「
無
」
と
い
う
こ
と
と
関
わ
る
。
「
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
」
に
お
い
て
西
田
は
、
西
洋
文
化
が
「
有
」

に
立
脚
す
る
の
に
対
し
て
、
東
洋
文
化
の
特
徴
が
「
無
」
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
中
で
、
イ
ン
ド
文
化
の
「
無
」
が
「
知
的
」

性
格
を
持
つ
の
に
対
し
、
儒
教
や
道
教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
中
国
文
化
の
「
無
」
が
「
行
的
」
性
格
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
同
時
に
日
本

文
化
を
「
情
的
文
化
」
、
つ
ま
り
、
無
限
に
動
き
ゆ
く
情
、
形
な
き
情
に
耳
を
傾
け
、
そ
こ
に
声
な
き
声
を
聞
き
取
り
、
形
な
き
形
を
与
え
て

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号
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西
田
が
目
指
し
た
も
の
も
、
一
種
の
「
外
か
ら
考
え
る
」
試
み
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
西
田
は
『
日
本

文
化
の
問
題
』
に
付
し
た
講
演
「
学
問
的
方
法
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
リ
ー
グ
ル
が
異
な
っ
た
芸
術
の
研
究
に
よ
っ

て
さ
ら
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
は
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
」
（
一
二
‐
三
九
一
）
。

三
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
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
異
な
っ
た
者
が
相
互
に
映
し
あ
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
な
か
で
覆
わ
れ
て
い
た
も
の
に

光
を
あ
て
、
そ
こ
に
自
ら
の
文
化
の
新
た
な
創
造
の
可
能
性
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

明
治
以
降
、
西
洋
に
代
表
さ
れ
る
「
近
代
」
を
阻
む
も
の
と
し
て
「
儒
教
の
罪
」
が
追
究
さ
れ
、
さ
ら
に
日
本
の
旧
体
制
を
支
え
た
も
の
と

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
］
ｇ
四
局
②
胃
ａ
ｓ
）
は
か
っ
て
、
近
代
西
洋
の
哲
学
の
言
ゴ
ス
中
心
主
義
」
を
反
省
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
た
。

「
哲
学
を
『
脱
構
築
す
る
』
（
急
８
局
目
胃
）
と
は
、
哲
学
の
諸
概
念
の
構
造
化
さ
れ
た
系
譜
学
を
そ
の
よ
う
に
も
っ
と
も
忠
実
な
、
ま
た
も
っ

と
も
内
的
な
仕
方
で
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
哲
学
に
よ
っ
て
は
形
容
さ
れ
え
な
い
、
ま
た
名
づ
け
ら
れ
え
な
い
、
あ
る
外
か
ら
考
え
る
こ
と

で
あ
ろ
う
」
（
咀
。

西
田
哲
学
と
儒
学
の
対
話
〔
呉
〕
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（
１
）
藤
田
正
勝
編
『
知
の
座
標
軸
』
（
『
シ
リ
ー
ズ
・
近
代
日
本
の
知
』

第
一
巻
、
晃
洋
番
房
、
二
○
○
○
年
）
を
参
照
。

（
２
）
茅
野
良
男
・
大
橋
良
介
編
『
西
田
哲
学
ｌ
新
資
料
と
研
究
へ
の

手
引
き
ｌ
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
年
、
三
九
頁
。

（
３
）
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
’
一
九
八
○
年
第

三
刷
）
か
ら
引
用
し
、
そ
の
巻
数
と
頁
数
と
を
本
文
中
に
記
し
た
。
例
え

注 し
て
儒
教
が
糾
弾
さ
れ
た
（
⑲
）
。
し
か
し
、
儒
教
は
果
た
し
て
、
近
代
と
全
く
無
縁
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
た
「
古
い

も
の
」
は
、
新
し
い
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
、
「
新
し
い
も
の
」
と
し
て
現
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
単
に
明
治
以
来
外
国
文
化
輸
入
の
弊
に
陥
っ
た
か
ら
、
今
か
ら
東
洋
文
化
を
中
心
と
す
る
（
極
端
な
日
本
主
義
ｌ
筆
者
注
）
と
云
う
の

で
は
単
な
る
反
動
に
過
ぎ
な
い
」
（
一
二
‐
三
九
三
）
と
西
田
が
言
う
よ
う
に
、
儒
教
そ
の
も
の
の
「
復
権
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
我
々
の
日
常
生
活
に
ま
で
浸
透
し
て
き
た
儒
教
思
想
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
「
我
々
の
感
情
に
基
い
た
我
々
の
生
命
」

と
い
う
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
「
歴
史
的
感
情
」
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
西
洋
の
哲
学
に
映
し
、
ま
た
逆
に
西
洋
の
哲
学
を
そ
れ
に
映
し
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
文
化
的
創
造
の
可

能
性
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
く
こ
と
が
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

ぱ
、
「
一
‐
四
七
」
は
、
『
全
集
』
第
一
巻
四
七
頁
を
表
す
。
引
用
に
際
し
て
、

漢
字
や
仮
名
遣
い
、
送
り
仮
名
等
を
、
原
意
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
現
代

の
そ
れ
に
改
め
た
。
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
４
）
茅
野
良
男
・
大
橋
良
介
編
『
西
田
哲
学
ｌ
新
資
料
と
研
究
へ
の

手
引
き
ｌ
』
三
八
頁
。

（
５
）
茅
野
良
男
・
大
橋
良
介
編
『
西
田
哲
学
ｌ
新
資
料
と
研
究
へ
の

手
引
き
ｌ
』
三
九
頁
。

（
６
）
現
代
中
国
の
哲
学
・
思
想
界
に
お
い
て
、
「
儒
教
・
儒
学
」
と
い
う

八
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論
争
の
焦
点
は
、
さ
ら
に
「
教
化
の
教
・
宗
教
の
教
」
と
い
う
問
題
へ
と

変
わ
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
『
中
国
哲
学
』
（
北
京
、
中
国
人
民
大
学
書

報
資
料
中
心
編
、
一
九
九
八
年
）
四
九
’
五
八
頁
を
参
照
。
筆
者
は
、
現

代
新
儒
家
の
研
究
者
で
あ
る
郭
斉
勇
氏
の
説
に
従
い
、
儒
学
が
「
宗
教
的
」

性
格
を
持
つ
「
哲
学
的
」
体
系
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
日
本
に

お
け
る
「
儒
教
と
は
宗
教
か
」
と
い
う
論
争
に
つ
い
て
、
池
田
秀
三
『
自

然
宗
教
の
力
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
７
）
西
田
幾
多
郎
の
文
化
論
に
関
し
て
は
、
藤
田
正
勝
「
日
本
文
化
・

東
洋
文
化
・
世
界
文
化
」
（
藤
田
正
勝
編
『
東
ア
ジ
ア
と
哲
学
』
、
ナ
カ
ニ

シ
ヤ
出
版
、
二
○
○
三
年
）
五
頁
以
降
を
参
照
。

（
８
）
明
治
三
三
（
一
九
○
○
）
年
に
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
を
著

し
た
井
上
哲
次
郎
を
始
め
と
し
、
陽
明
学
派
と
い
う
（
架
空
の
）
「
実
在
」

は
立
ち
上
げ
ら
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
最
近
、
西
田
幾
多
郎
を
も

日
本
陽
明
学
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
大
橘
健
二
の
『
日
本
陽
明
学

ｌ
奇
跡
の
系
譜
』
（
叢
文
社
、
一
九
九
五
年
）
と
い
う
書
が
出
版
さ
れ
た
。

た
だ
西
田
幾
多
郎
を
日
本
陽
明
学
の
系
譜
に
入
れ
る
こ
と
は
、
筆
者
の
論

文
の
主
旨
と
一
致
し
な
い
。

（
９
）
猪
城
博
之
「
儒
教
思
想
か
ら
見
た
明
治
以
降
の
日
本
思
想
史
」
（
岡

田
武
彦
編
『
陽
明
学
の
世
界
』
に
収
録
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、

四
二
六
’
四
二
七
頁
）
を
参
照
。
猪
城
氏
に
よ
れ
ば
、
（
一
）
前
期
に
お

け
る
西
田
は
、
主
意
主
義
を
主
張
し
、
陽
明
学
的
と
言
え
る
。
（
二
）
主

西
田
哲
学
と
儒
学
の
対
話
〔
呉
〕

意
主
義
を
脱
し
て
、
無
の
場
所
の
立
場
か
ら
動
・
静
の
観
念
を
「
永
遠
の
今
」

と
い
う
言
葉
で
捉
え
な
お
し
た
こ
と
か
ら
、
陽
明
学
と
い
う
よ
り
朱
子
学

的
に
近
い
。
（
三
）
晩
年
ま
で
、
「
東
洋
道
徳
の
根
源
は
誠
で
あ
る
」
と
い

う
の
を
主
張
し
、
こ
の
誠
の
重
視
は
、
陽
明
学
的
と
言
え
る
、
す
な
わ
ち
、

生
命
の
事
実
を
中
心
に
研
究
す
る
西
田
の
哲
学
は
、
生
命
哲
学
と
し
て
の

陽
明
学
に
近
い
と
言
え
る
。

（
皿
）
吉
田
公
平
『
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
』
、
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
九

年
、
五
六
’
六
二
頁
。

（
皿
）
若
き
西
田
の
日
記
に
は
、
「
（
熊
沢
）
蕃
山
の
業
は
藤
樹
よ
り
出
づ
」

（
一
七
‐
一
○
○
）
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
陽
明
学
の
受
容
の
一
環

と
し
て
、
西
田
は
中
江
藤
樹
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
呉

光
輝
「
西
田
哲
学
の
東
洋
的
性
格
ｌ
陽
明
学
受
容
の
問
題
を
中
心
に
」
、

『
日
本
の
哲
学
』
第
一
号
、
特
集
“
西
田
哲
学
研
究
の
現
在
、
昭
和
堂
、

二
○
○
○
年
、
七
六
頁
。

（
吃
）
日
本
的
儒
学
へ
の
接
近
は
、
山
鹿
素
行
の
「
至
誠
」
の
理
解
だ
け

で
な
く
、
猪
城
博
之
の
言
う
「
生
命
哲
学
と
し
て
の
陽
明
学
」
に
も
現
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
生
命
哲
学
」
と
い
う
こ
と
を
、

王
陽
明
自
身
が
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
日
本
的
陽
明
学
の

文
脈
の
な
か
で
言
わ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
吉
村

秋
陽
ら
の
幕
末
陽
明
学
者
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
「
性
命
の
学
」
（
本
性

と
天
命
を
一
体
化
す
る
）
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
吉
田

八

九



公
平
「
日
本
の
陽
明
学
（
下
）
」
（
岡
田
武
彦
編
『
陽
明
学
の
世
界
』
に
所
収
、

明
徳
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
四
五
七
頁
以
降
）
を
参
照
。
な
お
、
陽
明

学
が
「
生
命
の
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
「
生
の
哲
学
」
と
い
う
言
葉
の
影
響
、
新
儒
家
の
代
表
人
物
熊
十
力
が

三
十
年
代
、
直
接
「
生
命
哲
学
」
と
い
う
言
葉
で
王
陽
明
の
思
想
を
言
い

表
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
牟
宗
三
『
五
十
自
述
』
（
鶴

湖
出
版
社
、
二
○
○
○
年
版
）
八
八
頁
を
参
照
。

（
凪
）
山
鹿
素
行
『
聖
教
要
録
』
、
日
本
思
想
大
系
三
二
『
山
鹿
素
行
』
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
二
○
頁
。

（
Ｍ
）
田
原
嗣
郎
「
山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
基
本
的
樹
成
」
、
日
本
思

想
大
系
三
二
『
山
鹿
素
行
』
、
四
七
八
頁
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
七
号

（
喝
）
相
良
亨
『
近
世
儒
教
思
想
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
二
年
、
九
頁
。

（
焔
）
『
善
の
研
究
』
の
中
国
語
訳
の
た
め
に
西
田
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

「
序
」
の
原
文
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
の
「
後
記
」
（
四
六
六

’
四
六
七
頁
）
に
収
録
。

（
Ⅳ
）
藤
田
正
勝
「
日
本
の
哲
学
？
」
、
藤
田
正
勝
編
『
知
の
座
標
軸
』

十
一
’
一
二
頁
。

（
旧
）
旨
呂
匡
ｏ
の
胃
乱
胃
勲
量
号
員
で
目
い
ち
己
ロ
扇
．
高
橋
允
昭
訳
『
ポ

ジ
シ
ォ
ン
』
、
青
土
社
、
一
九
八
一
年
、
一
四
頁
。

（
旧
）
儒
教
、
特
に
日
本
に
お
け
る
新
儒
教
の
研
究
史
に
つ
い
て
、
詳
し

く
は
吉
田
公
平
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
新
儒
教
研
究
」
、
「
日
本
思
想
会

学
会
二
○
○
○
年
度
大
会
発
表
要
旨
」
、
三
五
’
三
九
頁
。

九
○


