
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型

瞬
同

島

日
鳳

二

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
既
に
「
民
族
主
義
の
諸
規
定
」
を
問
題
と
し
た
際
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
畏
族
主
義
、
国
民
主
義
、
国
家
主
義
と
い
っ

　
　
た
異
な
っ
た
訳
語
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
主
義
の
概
念

　
　
が
複
雑
な
色
彩
を
帯
び
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
民
族
と
い
う
語
の
曖
昧
露
な
い
し
多
義
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
こ
濾
し
た
。

　
　
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
民
族
主
義
を
、
あ
る
民
族
が
自
己
の
国
家
を
持
と
う
と
し
て
、
民
族
の
統
一
、
独
立
、
発
展
を
求
め
る
集
団
感
情
で

　
　
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
己
中
心
的
な
郷
土
愛
か
ら
祖
国
愛
、
圏
家
愛
へ
と
拡
大
志
向
し
、
し
こ
う
し
て
、
こ
れ
を
阻
害
す
る
諸
条
件
を
排

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
除
し
、
こ
れ
と
闘
争
し
よ
う
と
す
る
行
動
原
理
な
い
し
運
動
で
あ
る
と
規
定
し
た
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
民
族
主
義
は
諸
種
意
識
が
覚
醒
し
て
民
族
が
霞
己
の
国
家
を
持
と
う
と
す
る
近
代
民
族
に
お
い
て
始
め
て
成
立
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
民
族
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
入
及
び
物
の
地
域
的
移
動
、
し
た
が
っ
て
交
通
通
信
が
容
易
で
あ
り
、
か
つ

　
　
こ
れ
に
対
す
る
制
限
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
的
結
合
の
拡
大
を
容
易
な
ら
し
め
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
意
識
的
に
は
、
集

　
　
団
的
統
】
原
理
を
文
化
共
同
態
の
上
に
晃
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
近
代
民
族
の
最
も
重
要
な
性
格
は
、
そ

　
　
れ
が
国
家
と
表
裏
一
体
を
な
せ
る
運
命
共
同
態
と
し
て
観
念
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
臼
井
教
授
も
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

854　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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八

す
な
わ
ち
、
　
「
社
会
の
地
域
的
及
び
階
層
的
区
劃
封
鎖
は
近
世
に
入
っ
て
崩
壊
し
初
め
た
。
此
の
崩
壊
を
生
ぜ
し
め
た
主
要
因
素
は
集
権

的
国
家
の
発
達
と
市
民
の
拾
頭
と
で
あ
る
。
此
等
の
因
素
の
活
動
に
よ
っ
て
、
民
族
語
と
し
て
の
国
語
の
形
成
国
民
経
済
の
確
立
等
を
初

め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
亘
り
文
化
の
特
殊
形
態
が
祖
国
内
に
上
下
左
右
を
通
じ
て
共
同
と
な
り
、
現
代
の
主
要
民
族
の
多
く
が
明

確
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
此
の
崩
壊
の
過
程
は
決
し
て
急
速
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
最
も
早
く
開
始
さ
れ
た
西
欧

に
於
い
て
も
、
民
族
的
文
化
共
同
態
の
形
成
が
一
応
遂
行
さ
れ
、
民
族
意
識
が
発
達
す
る
に
至
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
は
十
八
世
紀
の
末
葉

で
あ
り
、
中
欧
東
欧
に
至
っ
て
は
十
九
世
紀
の
中
葉
で
あ
、
つ
た
。
蔑
族
形
成
の
略
々
完
成
さ
れ
る
に
至
る
迄
は
、
此
の
形
成
の
中
心
的
地

位
を
占
め
た
坦
々
が
万
事
を
主
宰
し
、
　
一
般
民
は
王
あ
る
を
知
っ
て
未
だ
形
成
の
途
上
に
あ
る
民
族
を
顧
慮
す
る
ま
で
に
翻
ら
な
か
っ
た
。

漠
然
た
る
民
族
意
識
の
動
き
は
既
に
中
世
時
代
か
ら
初
ま
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
瞬
ら
か
に
自
覚
さ
れ
て
歴
史
世
界
に
於
け
る
原
理
と
な
る

ま
で
に
は
幾
世
紀
か
の
歳
月
を
必
要
と
し
た
。
十
九
世
紀
の
初
期
の
出
来
事
な
る
ウ
ィ
ー
ン
会
議
が
民
族
を
無
視
し
て
渾
ら
な
か
っ
た
事

は
、
這
般
の
消
息
を
物
語
る
も
の
に
嫌
な
ら
な
い
。
併
し
乍
ら
此
の
会
議
の
決
定
事
項
が
そ
の
後
相
次
い
で
覆
さ
れ
て
行
っ
た
の
は
、
此

の
頃
か
ら
民
族
が
そ
の
客
観
的
要
素
と
し
て
の
文
化
共
同
態
と
共
に
、
そ
の
主
観
的
要
素
た
る
配
属
の
意
識
及
び
意
欲
を
漸
く
強
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

歴
史
の
主
体
と
し
て
の
意
義
を
確
得
す
る
に
至
っ
た
事
の
証
左
で
あ
る
」
と
。

　
か
く
の
如
く
民
族
は
、
こ
れ
を
国
家
と
融
合
合
一
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
主
体
性
を
確
立
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民

族
意
識
の
覚
醒
が
政
治
的
独
立
あ
る
い
は
強
化
の
た
め
の
民
族
主
義
の
行
動
原
理
と
運
動
に
展
開
す
る
の
は
必
然
の
傾
向
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
西
欧
に
お
い
て
中
央
集
権
的
国
家
の
最
も
早
く
成
立
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
民
族
主

義
の
運
動
も
ま
た
こ
の
両
国
に
お
い
て
最
も
早
く
現
わ
れ
た
の
に
反
し
て
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
等
の
よ
う
に
、
容
易
に
中
央
集
権

が
成
功
せ
ず
、
封
建
的
対
立
を
久
し
く
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
民
族
主
義
の
発
生
も
ま
た
遅
く
、
十
九
世
紀
に
至
っ
て
始
め
て
民
族

的
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
近
代
の
民
族
主
義
は
工
つ
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
は
、
一
国
の
他
国
に
対
す
る
独
立
と
い
う



消
極
的
意
味
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
民
族
主
義
は
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
統
一
的
国
家
、
ま
た
は
民
族
的
国
家
の
形
成
を
囲
標
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
　
一
国
家
の
他
国
家
に
対
す
る
独
立
、
ま
た
は
諸
民
族
の
一
民
族
へ
の
統
一
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
意
味
に
お
け
る

民
族
主
義
は
現
代
に
お
い
て
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
ま
た
は
半
植
民
地
国
家
に
お
い
て
、
豪
族
的
統
一
を
確
立
し
独
立
の
国
家

を
持
と
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
第
一
に
、
障
碍
と
な
っ
て
い
る
政
治
機
構
で
あ
る
封
建
欄
を
打
破
す
る
こ
と
に
努
め
、

第
二
に
、
こ
の
政
治
機
構
を
援
助
し
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
種
の
政
治
機
講
を
有
す
る
外
国
的
勢
力
と
対
立
、
抗
争
し
こ
れ
を
駆
逐
す
る
こ

と
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
か
く
て
一
度
成
立
し
た
民
族
国
家
は
自
国
家
の
拡
充
を
求
め
る
と
い
う
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
。

す
な
わ
ち
、
自
国
家
を
し
て
そ
の
経
済
的
政
治
的
勢
力
範
顕
を
ま
す
ま
す
外
部
に
進
展
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
い
よ
い
よ

複
雑
な
る
複
合
民
族
国
家
の
形
成
と
な
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
先
進
諸
国
家
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
帝
国
主
義
と
し
て
作
用
す
る

　
　
　
（
3
）

も
の
で
あ
る
。

ニ
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
二
類
型

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
民
族
の
国
家
的
統
一
を
意
図
す
る
民
族
主
義
の
運
動
は
大
嘉
し
て
二
つ
の
類
型
に
勢
け
ら
れ
る
。
磁
極
正
道
教
授
の
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
足
釣
民
族
主
義
」
と
「
拡
張
的
民
族
主
義
」
と
い
い
、
ま
た
加
田
哲
二
博
士
の
「
先
進
地
域
の
民
族
主
義
」
と
「
後
進
地
帯
の
民
族
主
義
」

　
　
と
い
う
よ
う
な
分
け
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
艮
族
を
以
っ
て
国
家
形
成
の
た
め
の
統
一
原
理
た
ら
し
め
、
自
衛
的
な
立
場
を
主
張
す
る
も
の

　
　
は
、
い
ま
だ
国
家
形
成
の
完
成
し
な
い
諸
民
族
、
あ
る
い
は
弱
小
な
後
進
諸
国
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
運
動
で
あ
り
、
こ
れ
に
対

　
　
し
て
既
成
の
国
家
の
拡
大
強
化
を
自
己
の
拡
大
さ
れ
た
民
族
原
理
に
よ
っ
て
実
現
し
、
あ
る
い
は
保
障
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
小
数
諸

　
　
民
族
を
中
に
含
む
主
要
な
諸
騰
族
、
あ
る
い
は
先
進
諸
国
の
間
に
一
般
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
現
象
で
あ
る
。
新
明
教
授
は
民
族
主
義
の

　
　
こ
の
二
つ
の
類
型
を
以
っ
て
、
民
族
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
生
じ
た
継
起
的
な
典
型
と
し
て
歴
史
的
に
定
位
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
な

　
　
し
、
近
代
民
族
の
胎
内
か
ら
先
ず
発
生
し
た
も
の
は
自
足
的
民
族
主
義
で
あ
り
、
近
代
民
族
が
さ
ら
に
発
展
の
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
に

874　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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88
4
　
及
ん
で
、
こ
れ
に
対
応
し
た
新
し
い
拡
張
的
民
族
主
義
の
形
成
が
生
み
出
さ
れ
た
と
見
て
い
る
。

　
　
　
新
明
教
授
の
考
え
方
は
、
自
足
的
民
族
主
義
と
拡
張
的
民
族
主
義
と
を
、
時
間
的
、
歴
史
的
に
定
位
せ
し
め
て
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と

　
　
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
あ
る
と
断
定
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
既
に
十
九
徴
紀
に
あ
っ
て
も
、

　
　
拡
張
的
民
族
主
義
の
主
張
や
運
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
後
進
諸
国
の
問
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
民
族
国
家
形
成
の
熾

　
　
急
な
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
高
田
保
馬
博
士
も
い
う
よ
う
に
、
民
族
は
そ
れ
自
体
の
意
志
に
基
づ
く
国
家
を
作
ろ
う
と

　
　
す
る
が
、
そ
れ
が
第
一
段
に
あ
っ
て
は
民
族
国
家
を
求
め
、
第
二
段
に
あ
っ
て
は
民
族
国
家
の
拡
充
を
求
め
る
要
求
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
る
。
し
こ
う
し
て
そ
れ
ら
は
何
れ
も
民
族
の
勢
力
要
求
の
異
な
れ
る
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
民
族
主
義
が

　
　
第
一
の
類
型
か
ら
第
二
の
類
型
へ
と
展
開
す
る
こ
と
は
、
民
族
主
義
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
必
然
的
な
発
展
傾
向
と
見
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
よ
う
な
第
一
の
型
か
ら
第
二
の
型
へ
と
い
う
発
展
系
列
は
、
個
々
の
王
族
に
つ
い
て
は
あ
て
は

　
　
ま
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
世
界
史
的
な
発
展
系
列
と
し
て
叢
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
尚
困
難
で
あ
る
と
い
わ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
民
族
主
義
の
各
発
展
段
階
を
示
す
と
こ
ろ
の
歴
史
的
類
型
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
た
写
実
を
概
観
す

　
　
る
こ
と
か
ら
類
型
論
設
定
の
出
発
点
と
し
た
い
。

三
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
歴
史
学
者
の
分
類

　
歴
史
学
者
は
先
ず
歴
史
の
発
展
段
階
に
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
年
代
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
分
類
す
る
の
で
あ

（
7
）

る
。

　
（
1
）
統
合
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
H
纂
①
σ
q
同
9
。
瞬
く
①
乞
餌
瓢
。
⇔
9
ゆ
一
一
。
・
壼
℃
ド
。
。
H
q
∴
G
。
刈
回
）
。
　
一
八
一
五
年
目
ら
一
八
七
一
年
に
至
る
期
間
の
ナ
シ



　
　
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
家
形
成
の
強
化
を
封
建
領
主
の
統
一
お
よ
び
敵
対
党
派
の
統
合
に
よ
っ
て
推
進
力
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
。
た
と
え
ば
中
世
を
通
じ
て
「
地
理
的
表
現
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
…
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
礎
に
し
て
統

　
　
一
を
達
成
し
た
例
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
両
園
に
お
い
て
自
由
主
義
が
民
族
的
な
統
一
を
充
分
に
鼓
吹
し
得
な
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
民

　
　
族
主
義
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
え
ら
れ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
有
名
な
断
言
は
こ
の
運
動
の
性
格
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な

　
　
わ
ち
、
　
「
B
々
の
重
大
な
問
題
は
議
会
剃
に
よ
っ
て
で
は
な
し
に
、
鉄
と
血
に
よ
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

　
　
　
（
2
）
分
裂
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
U
δ
疑
℃
江
く
Φ
宏
餌
賦
○
⇔
巴
町
ω
B
w
回
G
。
譲
∴
○
。
Φ
O
）
。
　
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
の
統
一
に
影
響
力
を
与
え

　
　
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
成
功
は
、
他
の
国
々
に
お
け
る
被
支
配
民
族
を
熱
狂
せ
し
め
た
。
た
と
え
ば
オ
ー
ス
ト
…
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
と

　
　
ト
ル
コ
帝
国
の
少
数
属
族
お
よ
び
そ
の
他
諸
々
の
国
家
が
、
地
理
的
統
一
性
、
共
通
の
雷
語
、
利
害
、
文
化
、
伝
統
、
慣
習
等
の
差
異
、

　
　
さ
ら
に
は
同
一
人
種
で
な
い
と
い
う
理
由
で
帝
国
の
分
裂
と
い
う
形
で
独
立
要
求
を
行
っ
た
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
　
　
（
3
）
攻
撃
的
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
（
》
σ
q
σ
q
器
ω
の
ぞ
Φ
2
舞
δ
ロ
⇔
潔
ω
詳
H
り
O
O
声
㊤
麟
）
。
十
九
世
紀
の
末
葉
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、

　
　
市
場
・
原
料
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
の
手
段
が
余
り
に
も
限
定
的
で
あ
っ
た
の
で
、
世
界
各
地
域
に
お
い
て
、
資
本
の

　
　
獲
得
を
目
的
と
す
る
国
家
間
の
闘
争
と
い
う
形
式
で
の
国
際
的
な
憎
悪
は
烈
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は

　
　
事
実
上
攻
撃
的
な
帝
国
主
義
と
同
一
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
超
国
粋
主
義
者
は
、
地
球
上
の
諸
民
族
を
寧
ろ
よ
り
退
歩
せ
し
め
る
が
如
き

　
　
文
明
を
も
た
ら
す
「
使
命
」
と
し
て
の
ナ
シ
3
ナ
リ
ズ
ム
を
要
求
し
た
。
相
対
立
す
る
民
族
的
利
害
関
係
の
衝
突
は
、
二
度
の
世
界
大
戦

　
　
に
お
い
て
爆
発
的
な
衝
撃
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
4
）
現
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
O
o
導
Φ
ヨ
℃
○
雷
曙
乞
象
δ
p
⇔
一
冨
β
巳
畠
山
Φ
鰹
）
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
る
や
世
界
各
地
の
植
民
地

　
　
民
族
は
政
治
経
済
的
な
不
安
に
沸
立
ち
始
め
た
。
策
南
ア
ジ
ア
、
中
車
身
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
は
、
西
欧
の
支

　
　
謝
罪
に
対
し
て
、
よ
り
広
範
な
形
態
の
革
命
を
主
張
し
た
。
こ
の
革
命
運
動
は
、
既
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
民
族
自
決
の
原
理
を
要
求
し
た
第

　
　
一
次
世
界
大
戦
の
時
に
始
ま
っ
て
い
る
。
民
族
独
立
と
自
国
家
の
権
利
を
要
求
す
る
植
民
地
民
族
は
、
し
ば
ら
く
の
澗
、
帝
国
の
枠
内
で

娚　
　
　
　
　
　
ナ
〃
岬
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
内
内
四
百
弧
・
十
八
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ご

90
4
　
の
自
治
権
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
で
宥
禰
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
こ
れ
ら
の
諸
民
族
は
、
独
立
以
外
の
何
物
を
も
要

　
　
求
し
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ワ
入
達
は
か
れ
ら
の
旗
に
「
独
立
（
ζ
①
益
①
犀
麟
）
か
死
」
と
い
う
書
葉
を
刻
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

　
　
ら
の
決
意
を
公
表
し
て
い
る
し
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
レ
ー
ニ
ン
が
国
際
運
動
と
考
え
た
と
こ
ろ
の
共
産
主
義
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
綱
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
っ
て
は
ソ
同
盟
に
お
け
る
民
族
主
義
の
装
い
を
と
る
も
の
と
し
て
、
民
族
主
義
の
力
強
い
徴
候
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
カ
ル
ト
ン
・
ヘ
イ
ズ
の
分
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
に
つ
い
て
一
つ
の
貴
重
な
分
類
は
、
C
・
J
・
H
・
ヘ
イ
ズ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
イ
ズ

　
　
の
分
類
は
独
創
的
で
あ
っ
て
年
代
的
記
述
と
内
容
的
叙
述
と
の
中
閥
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
1
）
人
道
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
類
餌
ヨ
ゆ
巳
＄
ユ
き
窯
簿
δ
奉
一
一
ω
B
）
。
ヘ
イ
ズ
に
よ
れ
ば
、
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
最
初
の
教

　
　
義
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
時
代
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
名
の
示
す
如
く
、
人
道
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
明
白
に
寛

　
　
容
と
か
そ
の
他
民
族
の
権
利
に
対
す
る
是
認
と
い
っ
た
人
道
主
義
細
螺
目
的
を
有
し
て
い
た
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

　
　
原
理
の
提
案
者
と
し
て
三
人
の
哲
学
者
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
一
人
は
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
露
な
政
治
家
で
あ
る
ヘ
ン
リ
…
・
セ
ン

　
　
ト
・
ジ
ョ
ン
・
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
子
欝
（
笛
。
鷺
ω
讐
●
駒
○
ゲ
帯
く
置
o
O
¢
口
轡
切
望
営
σ
q
び
罵
。
渥
ρ
δ
刈
G
。
記
憶
H
）
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
人
道
主
義

　
　
と
結
び
つ
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
貴
族
主
義
的
形
態
を
考
え
た
と
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（
審
餌
守

　
　
智
β
β
Φ
ω
蜀
。
器
ゆ
＄
～
帝
政
一
同
ミ
◎
。
）
も
根
本
に
お
い
て
は
人
道
主
義
的
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
民
主
主
義
的
形
態
を
唱
道
し
た
。

　
　
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
。
フ
ォ
ン
。
ヘ
ル
ダ
ー
（
繰
O
T
Q
ご
昌
　
∩
Ψ
○
酵
山
事
穫
一
Φ
侮
　
く
O
昌
　
　
門
地
Φ
聴
伽
①
塊
9
　
］
「
↓
心
心
i
H
G
O
O
ω
）
は
ボ
リ
ン

　
　
グ
ブ
ル
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
と
違
っ
て
、
政
治
的
現
象
と
し
て
よ
り
も
寧
ろ
文
化
的
な
も
の
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
見
て
い
る
。
要
す

　
　
る
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
罠
族
性
は
そ
れ
自
身
の
特
殊
な
精
神
と
調
和
し
た
発
展
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い

　
　
う
こ
と
で
あ
る
。
各
民
族
は
自
己
自
身
の
特
質
に
適
し
た
畏
族
的
発
展
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
爾
他
の
民
族
の
同
様
な
欝
的
に
対

　
　
す
る
努
力
に
つ
い
て
も
大
な
る
理
解
と
寛
容
の
精
神
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
（
2
）
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
蜜
。
◎
び
ぎ
Z
鋤
島
。
⇔
蹴
扉
導
）
。
こ
の
よ
う
に
最
初
は
ま
だ
教
条
と
し
て
圏
ま
っ
て
い
な
か
っ
た

　
　
人
道
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
衝
撃
の
下
に
三
つ
の
明
瞭
な
形
を
と
・
っ
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち

　
　
ル
ソ
…
の
民
主
主
義
的
・
人
道
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ジ

　
　
ャ
コ
バ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
由
来
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
共
篇
政
治
と
民
主
主
義
の
達
成
に
奉
仕
し
た
革
命
政
党
の
名
に
基
づ

　
　
く
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
革
命
の
初
期
の
入
道
主
義
的
要
請
の
下
に
主
張
さ
れ
か
つ
部
分
的
に
確
立
さ
れ

　
　
た
と
こ
ろ
の
自
由
・
平
等
。
博
愛
の
精
神
を
保
護
し
拡
め
る
の
に
努
力
し
た
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、
国
内
の
反
対
意
見

　
　
に
対
す
る
不
寛
容
、
目
的
到
達
の
た
め
の
力
へ
の
依
存
、
目
的
達
成
へ
の
狂
信
的
態
度
、
信
ず
る
と
こ
ろ
を
伝
え
る
た
め
の
伝
導
者
的
情

　
　
熱
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
（
3
）
伝
統
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
貴
族
的
・
人
道
主
義
的
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
は
伝
統
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し

　
　
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
反
動
の
時
期
に
現
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
保
守
反
動
的
な
批

　
　
判
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
真
の
幸
福
は
大
衆
に
よ
っ
て
よ
り
も
階
級
に
よ
っ
て
保
証
し
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
し
て
民
族
的
発
展
の
要
因
は
革
命
や
理
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
伝
統
と
歴
史
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ

　
　
の
型
の
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
運
動
と
は
反
対
の
方
向
に
向
う
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

　
　
に
も
拘
ら
ず
伝
統
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
じ
人
道
主
義
的
な
動
機
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
よ
う
な
基
礎
付
け
を
行
っ
て
い
っ
た
の
は
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
パ
ー
ク
（
上
白
ヨ
。
⇔
幽
⇔
d
三
障
①
）
、
ル
イ
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ア
ム
プ
ロ
イ
ス

　
　
（
］
じ
◎
q
一
ω
　
（
甲
効
び
目
一
〇
一
　
課
戸
P
一
り
吋
O
凶
o
o
①
）
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
男
臨
Φ
締
8
げ
く
。
瓢
ω
o
窪
①
σ
q
Φ
一
）
等
で
あ
る
。

　
　
　
（
4
）
　
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
諒
び
Φ
錘
一
2
無
ご
離
巴
齢
ヨ
）
。
こ
の
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ナ
シ

　
　
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
伝
統
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
中
間
に
位
い
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
由
主
義
的
で
も
貴
族
主
義
的
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
の
特
質
的
な
要
素
の
若
干
を
含
ん
で
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
家
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
（
鰍
窪
①
ヨ
団
切
Φ
謡
曲
9
。
ヨ
）
に
よ
っ
て
熱
心

蜥　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
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に
支
持
さ
れ
た
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
十
八
世
紀
の
終
り
頃
か
ら
永
遠
の
妥
協
と
民
族
意
識
に
目
覚
め
た
英
国
に
起
っ
て
十

　
　
九
偉
紀
に
至
り
漸
次
大
陸
に
も
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
族
国
家
の
絶
対
的
な
主
権
と
個
人
の
自
由
の
原
理
と
を
同
時
に
強
調
し

　
　
た
。
そ
し
て
す
べ
て
の
民
族
国
家
は
、
国
際
平
和
の
樹
立
と
維
持
と
に
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
自
由
主
義
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
ズ
ム
は
、
す
べ
て
の
民
族
が
独
立
の
発
展
を
す
る
た
め
の
機
会
に
恵
ま
れ
る
時
の
来
る
日
を
切
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
5
）
全
体
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
H
暮
①
σ
q
同
士
乞
㊤
島
。
葛
｝
δ
白
）
。
十
九
世
紀
を
通
じ
て
自
由
主
義
的
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
は
存
続
し
た
。
し

　
　
か
し
な
が
ら
、
民
族
国
家
間
の
争
い
の
激
化
、
近
代
帝
国
主
義
の
出
現
に
伴
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
断
乎
と
し
て
、
自
由
主
義
と
人

　
　
遵
主
義
に
対
し
て
敵
対
的
な
形
態
を
採
っ
た
。
全
体
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
内
に
お
け
る
す
べ
て
の
個
人
的
自
由
を
ぱ
国
家
目
的
と

　
　
矛
盾
す
る
時
に
は
犠
牲
に
さ
れ
、
国
外
に
対
し
て
は
他
蔑
族
に
対
す
る
同
感
も
協
力
も
拒
否
し
た
対
外
強
硬
主
義
（
U
き
α
q
O
お
葺
）
、
軍
国

　
　
主
義
、
帝
国
主
義
を
推
進
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
族
国
家
に
対
す
る
忠
誠
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
忠
誠
の
上
に
置
か
ざ
る
を
得

　
　
な
い
。
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
・
文
化
的
・
経
済
的
・
か
つ
宗
教
的
な
考
慮
さ
え
も
が
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
の
目
的
に
従
が
わ
し
め
ら

　
　
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
6
）
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
国
8
8
ヨ
♂
Z
銭
○
錘
翻
露
）
。
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
初
期
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
主
と
し
て

　
　
政
治
的
な
考
慮
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
背
後
に
追
い
や
ら
れ
た
。
し
か
し
、
漸
次
国
家
を
、
政
治
的
な
単
位
と
同
様
、
経
済
的
な
単
位
と

　
　
看
倣
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
経
済
的
な
自
己
充
足
の
た
め
の
近
代
国
家
の
欲
望
は
、
国
家
間
に
お
け
る
関
税
率
の
設
定
と
な
り
、
市
場

　
　
獲
得
の
た
め
の
闘
争
お
よ
び
原
料
獲
得
、
資
本
投
下
の
た
め
の
植
民
地
を
強
化
す
る
た
め
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
リ
ズ
ム
は
現
代
文
明
に
お
い
て
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
か
つ
最
も
力
あ
る
帝
国
主
義
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
の
二
類
型

　
　
　
歴
史
家
と
し
て
の
ハ
ン
ス
・
コ
…
ン
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
本
的
な
二
つ
の
類
型
に
区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
の
見
解
に
よ

　
　
れ
ば
、
い
か
な
る
領
域
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
そ
の
意
味
、
発
生
、
特
徴
お
よ
び
発
展
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て



　
　
長
い
歴
史
的
過
程
の
所
産
で
あ
る
。
民
族
主
義
と
国
民
主
義
と
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
常
に
そ
れ
ぞ
れ
が
発
生
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史

　
　
的
伝
統
と
政
治
的
風
土
に
依
存
し
て
．
い
る
。
コ
…
ン
は
、
世
界
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
二
つ
の
基
本
的
な
類
型
に
区
分
し
よ
う
と

　
　
し
て
、
西
欧
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
（
雛
簿
甑
O
⇔
餌
財
ω
ご
ρ
　
一
質
　
轡
げ
①
　
ノ
＜
⑦
o
昏
紳
①
円
疑
　
≦
O
鴎
一
鐸
）
　
（
イ
ギ
リ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
植
斜
地
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス

　
　
イ
ス
等
々
）
と
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
コ
⇔
け
紳
O
鐸
餌
駅
0
陸
ご
P
　
O
蟷
轡
ω
一
山
Φ
、
け
プ
①
　
ノ
＜
Φ
の
時
①
触
⇔
　
甫
○
騰
一
ら
）
（
中
近
東
及
び
ア
ジ
ア
）
の
二
つ
の
類

　
　
型
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
は
一
種
の
両
極
概
念
で
あ
っ
て
、
新
時
代
に
は
無
数
の
変
化
と
推
移
と
を
伴

　
　
う
も
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
二
つ
の
型
の
存
在
は
、
最
近
の
歴
史
的
な
過
程
に
お
い
て
二
種
類
の
意
味
が
存
在
す
る
こ
と
を
示

　
　
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
コ
ー
ン
の
分
類
は
歴
史
家
に
よ
っ
て
重
要
か
っ
基
本
的
な
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
玉
）

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
論
的
な
発
展
は
年
毎
に
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
一
連
の
著
名
な
書
物
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
の

　
　
基
本
的
な
区
分
は
近
年
の
歴
史
的
な
発
展
に
よ
る
挑
戦
に
も
十
分
堪
え
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ナ
シ
刃

　
　
ナ
リ
ズ
ム
の
二
つ
の
型
の
間
に
お
け
る
意
味
上
の
差
異
を
、
そ
の
発
生
、
特
徴
お
よ
び
発
展
に
関
す
る
精
密
な
比
較
研
究
に
よ
っ
て
そ
の

　
　
大
要
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
1
）
先
ず
発
生
に
つ
い
て
観
る
に
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
主
と
し
て
「
政
治
的
事
件
」
（
唱
。
澤
ざ
巴
0
8
二
崔
Φ
質
8
）
と
し
て
現

　
　
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
将
来
の
民
族
国
家
の
形
成
を
期
し
て
先
行
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
如
く
両
者
が
】
致
す
る
か

　
　
の
何
れ
か
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
先
ず
文
化
的
接
触
（
O
娼
圃
け
鎧
村
缶
囲
　
O
O
質
け
⇔
O
け
）
に
よ
っ
て
衝
撃
を
与
え
ら
れ
た

　
　
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
遅
れ
て
発
生
し
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
一
般
に
ず
っ
と
後
の
社
会
的
“
政
治
的
段
階
に
お

　
　
い
て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
国
家
の
辺
境
地
方
と
そ
こ
に
お
け
る
民
族
性
の
興
隆
と
は
必
ず
し
も
常
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
現
存
す
る
国
家
パ
タ
…
ン
に
対
し
て
の
抗
議
と
し
て
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
ズ
ム
は
、
そ
の
最
初
の
至
善
を
若
干
の
古
い
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
を
伴
っ
た
文
化
的
接
触
か
ら
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
自
己
自
身

934　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
　
折
紹
字
研
究
　
　
第
鰹
百
八
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

94
4
　
の
過
去
の
遺
産
を
過
大
に
讃
美
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
原
動
力
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
宗
教
改
革
の
結
果
に
よ
る
世
俗
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
発
生
で
あ

　
　
り
、
か
れ
ら
に
よ
る
政
治
的
権
力
の
掌
握
と
、
理
論
に
お
い
て
も
実
際
に
お
い
て
も
中
偉
的
な
普
遍
世
界
な
い
し
帝
国
の
観
念
を
放
棄
す

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
社
会
を
建
設
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
欧
に
お
い
て
は
政
治
的
社
会
的
秩
序
に
重
大
な
る
変
動

　
　
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
世
界
－
帝
国
の
中
世
的
な
観
念
を
固
執
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
が
如

　
　
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
も
宗
教
改
革
も
純
粋
に
学
問
心
な
い
し
神
学
上
の
出
来
事
に
留
ま
っ
て
、
政
治
的
社
会
的
秩
序
に
、
さ
ほ
ど
深
刻
な
変

　
　
動
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ヤ
お
よ
び
近
東
の
如
き
は
そ
れ
す
ら
も
経
験
せ
ず
、
西
欧
お
よ
び
中
近
東
帝
国
間
の
昔
か
ら
の
分

　
　
裂
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
に
は
、
つ
か
の
間
の
普
遍
主
義
を
依
然
と
し
て
國
幽
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
要
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
！
）

　
　
る
に
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
文
化
的
接
触
と
過
去
へ
の
誤
れ
る
理
解
の
う
ち
に
発
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
（
2
）
次
に
両
者
の
特
徴
に
つ
い
て
み
る
と
第
一
に
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
多
冗
的
で
あ
り
開
放
的
で
あ
る
。
西
欧
に
お
け

　
　
る
民
族
国
家
の
出
現
は
無
人
の
自
由
、
憲
法
、
宗
教
的
寛
容
お
よ
び
法
に
基
づ
く
市
民
の
自
由
祉
会
の
建
設
を
麗
標
と
す
る
人
民
の
闘
争

　
　
の
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
権
威
主
義
的
で
あ
り
封
建
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
と
信
仰
の
権
威

　
　
主
義
的
な
，
一
致
へ
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
次
の
如
き
意
味
に
使
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
第
一
に
集

　
　
権
的
権
力
と
国
家
的
統
一
で
あ
り
、
第
二
に
そ
れ
は
、
国
内
に
お
け
る
自
由
よ
り
も
寧
ろ
外
国
支
配
か
ら
の
独
立
で
あ
り
、
第
三
に
、
よ

　
　
り
優
れ
た
民
族
へ
と
膨
脹
す
る
必
然
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
は
啓
蒙
運
動
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
十
八
世
紀
の
「
理
性
の
時
代
」
（
諺
σ
Q
①
o
臨
菊
＄
ω
8
）
に
培
養

　
　
さ
れ
た
個
人
的
自
由
と
合
理
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
概
念
と
固
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム



　
　
は
外
的
勢
力
に
対
す
る
反
撰
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
教
師
と
し
て
モ
デ
ル
と
し
て
の
西
欧
か
ら
先
ず
影
響
を
受
け
た
土
着
の
知
識
階
級
は
、
や
が
て
か
れ
ら
自
身
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形

　
　
態
を
展
開
し
始
め
た
。
そ
し
て
遂
に
は
「
外
国
の
」
　
（
巴
陣
魯
）
そ
う
い
っ
た
合
理
主
義
と
白
山
主
義
の
模
範
に
対
し
て
も
鋭
い
反
搬
を
示

　
　
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
標
は
狭
小
で
、
霞
己
中
心
的
で
、
敵
対
的
で
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
に
政
治
的
現
実
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
政
治
的
現
実
と
過
去
を
余
り
注
視
す
る
こ
と
の
な
い
現
在
の
闘

　
　
争
と
に
お
い
て
、
民
族
形
成
の
挑
戦
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
族
と
い
う
存
在
は
有
効
な
、
現
存
す
る
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て

　
　
承
認
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
合
理
的
な
政
治
的
目
的
に
お
け
る
一
つ
の
心
念
と
同
様
、
一
つ
の
合
理
的
目
標
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
政
治
的

　
　
全
体
に
お
け
る
強
い
信
念
が
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
非
西
欧
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
理
想
的
な
掻
国
へ
の
結
合
で
あ
っ
た
。
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
多
く
の
場
合
現

　
　
在
の
そ
の
直
接
的
な
結
び
付
き
が
過
去
の
神
話
と
未
来
の
夢
と
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
つ
の
政
治
的
現
実
に
な
る
前
に
、

　
　
理
想
の
祖
国
へ
の
長
い
目
標
が
あ
っ
た
。
初
期
の
民
族
は
、
か
れ
ら
自
身
の
お
よ
び
民
族
の
使
命
と
し
て
の
長
い
問
待
ち
こ
が
れ
て
い
た

　
　
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
。
非
西
欧
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
過
去
、
非
政
治
的
な
も
の
お
よ
び
よ
り
一
層
情
緒
的
、
歴
史
的
に
条
件
付

　
　
け
ら
れ
た
諸
要
素
に
対
し
て
、
民
族
の
関
心
を
ふ
り
向
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
第
四
に
民
族
の
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
民
族
の
概
念
は
契
約
と
投
票
と
に
表
わ
さ
れ
た
個
人
の

　
　
意
志
に
よ
る
市
民
の
結
合
体
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
統
合
も
ほ
と
ん
ど
常
に
政
治
的
理
念
、
共
岡
努
力
に
よ

　
　
っ
て
到
達
し
得
る
共
同
の
将
来
と
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
。
強
調
は
罠
族
の
普
遍
的
な
類
似
性
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
非

　
　
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
概
念
は
、
非
合
理
非
開
化
的
な
自
然
民
族
（
眺
○
弾
）
を
中
心
と
す
る
政
治
的
統
一
態
で
あ
る
と
考
え

　
　
ら
れ
た
。
、
社
会
も
し
く
は
自
由
お
よ
び
合
理
的
な
秩
序
に
勢
力
を
集
中
す
る
点
が
な
い
の
で
、
後
者
の
意
味
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
民
族

　
　
共
同
態
（
｛
o
貯
－
8
ヨ
ヨ
¢
鉱
な
）
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
理
想
と
神
秘
の
威
厳
を
高
揚
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
適
当
な
具
体

鰯　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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96
4
　
例
と
し
て
ナ
チ
ス
に
よ
る
血
の
純
潔
と
地
の
獲
得
と
い
う
奇
蹟
へ
の
狂
奔
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
強
調
は
民
族
の
差
別

　
　
と
自
足
性
と
に
お
か
れ
た
。

　
　
　
第
五
に
市
民
性
に
つ
い
て
み
る
と
前
者
に
あ
っ
て
は
市
艮
性
の
法
的
合
理
的
概
念
を
認
め
て
、
個
人
の
権
利
が
強
調
さ
れ
、
す
べ
て
の

　
　
人
間
は
先
ず
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
社
会
階
級
も
し
く
は
歴
史
的
民
族
性
に
よ
っ
て
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
後
者
に
お

　
　
け
る
民
族
の
理
念
は
、
非
常
に
漠
然
と
し
た
概
念
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
自
身
を
容
易
に
、
想
像
さ
れ
た
誇
張
と
情
緒
の
刺
激
と
に
力
を

　
　
入
れ
勝
ち
で
あ
り
、
集
団
的
な
権
利
に
強
調
点
が
お
か
れ
た
。
そ
し
て
人
種
と
階
級
の
特
殊
性
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
六
に
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
に
対
す
る
態
度
と
し
て
自
然
法
の
政
治
的
可
能
性
に
関
心
を
持
つ
合
理
主
義
者
の
楽
天
主
義
は
、
西
欧
型
ナ

　
　
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
自
己
保
全
に
反
映
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
社
会
－
…
一
政
治
的
現
実
に
基
づ
か
な
い
非
西
欧
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、

　
　
自
己
保
全
を
欠
除
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
劣
等
感
は
厨
々
過
度
の
強
調
と
自
信
過
剰
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
西
欧
型
ナ
シ

　
　
ョ
ナ
リ
ズ
ム
よ
り
も
よ
り
深
く
、
よ
り
豊
富
で
あ
り
、
そ
し
て
よ
り
貴
重
で
あ
る
と
、
看
倣
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
七
に
主
た
る
担
い
手
と
し
て
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
が
主
と
し
て
、
政
治
的
経
済
的
に
有
力
な
教
養
あ
る
中
産
階
級
に

　
　
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
漸
次
社
会
民
主
主
義
的
に
組
織
さ
れ
た
労
働
運
動
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
非
西
欧
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
！
）

　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
は
、
貴
族
的
特
権
階
級
お
よ
び
大
衆
か
ら
の
支
持
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
3
）
　
第
三
に
発
展
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
過
程
は
、
個
人
と
自
発
的
ア
ソ

　
　
シ
上
目
シ
ョ
ン
の
自
治
に
依
存
し
た
。
ま
た
自
己
と
岡
じ
仲
間
に
対
す
る
合
理
主
義
的
お
よ
び
人
道
主
義
的
尊
重
を
伴
う
西
欧
型
ナ
シ
ョ

　
　
ナ
リ
ズ
ム
は
、
次
第
に
啓
蒙
運
動
の
発
展
と
し
て
そ
れ
自
身
の
権
利
を
主
張
し
始
め
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
世
俗
化
さ
れ
た
ス
ト
ア
派
の

　
　
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
尚
存
続
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
英
国
に
お
い
て
は
新
教
の
形
態
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
瞬
教
の
形
態
に
お
い

　
　
て
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
民
族
的
な
も
の
へ
の
発
展
は
、
大
な
る
程
度
に
お
い
て
内
的
も
し
く
は
内
在
的
勢
力
の
発
展
過
程
と
し
て

　
　
推
進
さ
れ
た
。



　
　
　
こ
れ
に
対
し
、
先
ず
外
的
勢
力
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
非
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
分
肢
に
発
展
し
た
。
・
一
つ

　
　
は
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
意
味
を
含
蓄
す
る
（
例
え
ば
英
国
の
議
会
制
度
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
産
階
級
の
共
和
綱
、
産
業
革
命
）
西
欧

　
　
型
の
形
態
を
採
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
自
ら
の
民
族
的
特
殊
性
と
独
膚
性
を
強
調
し
か
つ
外
国
文
明
と
の
文
化
的
接
触
の
影
響
の
外

　
　
に
身
を
置
こ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
魅
せ
ら
れ
、
古
代
の
神
話
に
魂
を
奪
わ
れ
、
部
族
的
一
体
感
を
再
編
成
し
、
そ
し
て
孤
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
化
の
傾
陶
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
非
酉
欧
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
歴
史
を
国
民
的
な
自
標
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
区
分
に
関
す
る
コ
ー
ン
の
意
義
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
右
心
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
矛
盾
を
解
明
し
た
こ
と

　
　
で
あ
る
。
か
れ
は
常
に
あ
る
時
代
の
世
論
の
傾
向
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
機
能
し
て
い
る
場
所
に
対
す
る
直
接
的
な
関
心
に
よ
っ
て
概
念

　
　
規
定
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
　
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
一
般
的
な
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
多
く
の
困
難
が

　
　
伴
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
既
に
他
の
機
会
に
触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
コ
ー
ン
の
分
類
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
若

　
　
干
の
実
例
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
ロ
シ
ア
民
族
主
義
が
西
欧
の
そ
れ
と
何
故
質
的
に
違
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

　
　
多
く
の
説
明
が
あ
る
。
コ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
最
初
は
ド
イ
ツ
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
知
識
入
達
に
よ
る
啓
蒙
運
動
と
し
て
受
容
さ
れ
た
が
、
そ

　
　
の
後
、
自
由
民
主
主
義
的
伝
統
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
政
策
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
異
邦
の
も
の
」
と
し
て
拒
絶
し
た

　
　
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
西
欧
的
な
観
念
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
ロ
シ
ア
は
、
か
れ
ら
自
身
の

　
　
歴
史
的
発
展
に
お
け
る
民
族
的
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
権
威
主
義
的
な
型
の
造
出
に
努
力
を
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
コ
ー

　
　
ン
の
分
類
は
厳
密
に
歴
史
的
な
基
礎
に
基
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
民
族
主
義
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
ヘ
ル
ダ
！
お
よ
び
ビ
ス
マ
ル
ク
の
両
者

　
　
に
よ
る
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
現
象
で
あ
る
と
、
す
る
の
で
あ
る
。
コ
ー
ン
は
ヘ
ル
ダ
；
を
十
八
世
紀
の
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
と
認
め
な
が

　
　
ら
、
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
民
族
主
義
は
、
殊
に
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
者
お
よ
び
ロ
シ
ア
ス
ラ
ヴ
主
義
者
の
民
族
主
義

　
　
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
用
い
た
意
味
で
の
自
由
主
義
的
民
族
主
義
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ル
ダ
！
が
、
西

974　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

984
　
欧
な
い
し
普
遍
的
な
文
明
に
反
抗
し
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
「
民
族
主
義
」
（
出
◎
囲
搾
　
ゆ
餌
δ
一
〇
β
鈴
躍
ω
隠
P
）
へ
の
道
を
無
意
識
的
に
準
備
し
た
と
し

　
　
て
も
、
そ
の
責
任
を
か
れ
に
帰
せ
し
む
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
も
ヘ
ル
ダ
…
が
、
多
く
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
普
遍
的
な
文
明
に
ひ
た
っ

　
　
て
い
た
と
す
れ
ば
、
二
ー
チ
エ
哲
学
の
意
味
が
多
く
の
罠
族
主
義
者
達
に
よ
っ
て
曲
解
さ
れ
た
と
詠
じ
よ
う
に
、
後
年
か
れ
の
思
想
に
附

　
　
加
し
た
と
こ
ろ
の
「
有
機
的
・
英
雄
的
な
心
性
」
を
最
初
か
ら
拒
絶
し
た
で
あ
ろ
う
。
世
論
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
学
者
お
よ
び

　
　
詩
人
と
し
て
の
ヘ
ル
ダ
…
は
、
西
欧
化
の
初
期
の
段
階
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
駆
逐
の
教
育
と
宣
伝
に
関
す
る
か
れ

　
　
の
冒
険
は
、
「
血
と
鉄
の
民
族
主
義
」
（
ぴ
δ
o
侮
嶺
β
㍗
騨
。
ゆ
嶺
葺
ざ
鄭
伊
長
着
）
　
と
い
う
新
し
い
政
策
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
え
表
っ

　
　
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
コ
…
ン
の
分
類
は
更
に
非
西
欧
地
域
に
お
け
る
文
化
的
影
響
と
抵
抗
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
長
い
間
、
非
西
欧
地
域
に
お
け
る
民

　
　
族
主
義
の
出
現
は
、
　
一
種
の
問
断
的
、
偶
発
的
な
現
象
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
。
コ
…
ン
は
こ
こ
で
再
び
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
念
が
ど
れ

　
　
ほ
ど
多
く
文
化
の
伝
播
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
た
か
を
示
す
の
で
あ
る
が
し
か
し
、
そ
の
特
殊
な
意
味
と
形
態
は
大
抵
の
場
合
、
各
々
の
人

　
　
民
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
欝
的
と
熱
望
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
諸
特
徴
を
採
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
場
合
が
正
に
適
切

　
　
な
例
で
あ
る
。
英
国
と
の
文
化
的
接
触
を
通
じ
、
数
代
に
亘
る
イ
ン
ド
の
知
識
階
級
は
英
国
的
な
自
由
と
自
治
の
観
念
を
吸
収
し
た
。
か

　
　
く
の
如
く
に
し
て
英
国
の
影
響
を
完
全
に
受
け
た
結
果
、
民
族
社
会
を
求
め
る
イ
ン
ド
の
願
望
は
、
イ
ン
ド
の
民
族
運
動
に
よ
っ
て
覚
醒

　
　
さ
れ
た
。
新
し
い
イ
ン
ド
の
艮
族
主
義
者
達
は
英
国
の
政
治
的
支
配
だ
け
で
な
く
文
化
的
な
支
配
に
対
し
て
も
反
対
し
た
。
イ
ン
ド
の
ナ

　
　
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
英
国
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
今
や
、
そ
の
強
調
点
は
英
國
の
憲
法
上
の
自

　
　
由
主
義
に
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
民
族
的
慣
習
、
．
優
れ
た
増
感
上
学
的
深
遠
性
、
厚
い
信
仰
心
、
人
類
に
奉
仕
す
る
イ
ン
ド
の
独
特
な
運

　
　
命
、
金
世
界
に
対
す
る
イ
ン
ド
民
族
の
使
命
等
に
置
か
れ
て
い
た
。
ス
ラ
ヴ
民
族
の
諸
国
、
す
な
わ
ち
中
・
近
東
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
に
お

　
　
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
今
賑
イ
ン
ド
の
場
合
と
同
様
な
発
展
を
経
過
し
て
い
る
。
西
欧
に
お
け
る
支
配
的
な
観
念
は
、
外
国
な
い
し
異

　
　
邦
の
影
響
か
ら
自
蔑
族
を
保
護
す
る
道
徳
的
な
義
務
に
変
質
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
と
過
去
の
夢
、
天
の
幸
い
と
救
済
の
保
証
に
基



　
　
つ
く
新
し
い
使
命
は
、
暗
黒
の
世
界
に
対
す
る
標
識
と
し
て
発
見
さ
れ
か
つ
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
ン
の
分
類
は
同
時
代
の
歴
史

　
　
家
の
原
型
と
し
て
役
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
変
更
し
も
し
く
は
修
正
し
よ
う
と
す
る
よ
り
意
義
あ
る
試
み
は
い
ま
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
か
れ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
は
政
治
的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
経
済
的
お
よ
び
心
理
学
的
な
諸
因
素
を
考
慮
し
て
い
る

　
　
の
で
、
多
面
的
な
ア
プ
ロ
…
チ
に
関
す
る
多
く
の
有
利
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
良
き
歴
史
で
あ
る
。
何
故
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
！
）

　
　
ば
歴
史
家
の
目
的
が
す
べ
て
に
気
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
E
。
H
・
カ
ー
の
段
階
論

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
大
学
で
国
際
政
治
学
を
講
じ
て
い
る
カ
ー
（
国
恥
≦
嚢
。
径
長
徳
③
＃
O
p
さ
H
G
。
ゆ
ト
。
1
）
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

　
　
発
展
段
階
を
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
第
一
期
は
帝
国
と
か
教
会
と
か
の
中
世
的
結
合
が
次
第
に
牙
解
し
、
置
碁
園
家
と
疑
族
教
会
と
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
頃
に
始
ま
り
、
国

　
　
際
法
の
誕
生
を
経
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
も
っ
て
終
る
。
そ
れ
ま
で
一
元
的
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
世
界
が
多
元
的

　
　
分
裂
に
よ
っ
て
、
新
し
い
民
族
単
位
の
内
部
に
お
い
て
、
「
領
土
の
あ
る
と
こ
ろ
に
宗
教
あ
り
」
　
（
2
圃
ω
お
α
q
旦
Φ
冨
ω
邑
藍
。
）
と
の
原

　
　
則
に
立
っ
て
支
配
権
を
握
っ
た
の
は
通
常
は
世
俗
的
軍
事
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
僧
正
す
な
わ
ち
教
会
震
主
が
領
土
主
権
を
行
使
す
る

　
　
こ
と
は
少
し
も
変
則
的
で
は
な
か
っ
た
。
ル
ー
テ
ル
は
「
僧
正
と
諸
侯
」
（
費
①
麟
ω
げ
。
℃
の
露
匙
鷲
3
8
ω
）
が
ド
イ
ツ
園
家
を
構
成
す
る

　
　
と
見
た
し
、
ル
イ
十
四
世
（
】
U
O
ロ
一
m
）
（
H
＜
）
は
フ
ラ
ン
ス
国
家
を
「
全
く
王
の
丁
身
に
備
わ
る
」
と
考
え
た
り
、
十
九
世
紀
の
初
期
に
あ

　
　
り
な
が
ら
、
前
時
代
に
後
戻
り
し
た
ド
・
メ
イ
ス
ト
ル
（
H
）
O
　
鼠
鑓
一
〇
Q
け
H
⑦
）
は
、
国
家
は
「
主
権
者
と
貴
族
」
か
ら
な
る
と
論
じ
た
の
で
あ

　
　
る
。
国
際
関
係
は
国
王
や
諸
侯
の
間
の
関
係
で
あ
り
、
婚
姻
同
盟
は
正
常
な
外
交
手
段
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
、
十
八
世
紀
の
主
権
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
玉
）

　
　
行
為
は
こ
の
掟
に
完
全
に
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
期
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
動
乱
に
始
ま
り
一
九
一
四
年
（
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
）
を
も
っ
て
終
る
が
、
近
代
の
国
際
関
係

　
　
に
お
い
て
最
も
秩
序
立
っ
た
羨
望
す
べ
き
時
期
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
イ
ン

994　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
ー
3
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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六
二

〇σ

5
　
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
諸
勢
力
が
微
妙
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
出
来
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
国
際
秩
序
ま
た
は
機
構
を
打
ち

　
　
立
て
た
が
、
そ
れ
が
正
常
で
か
つ
平
和
的
な
国
際
関
係
を
甚
し
く
打
ち
破
る
こ
と
な
し
に
国
民
感
情
の
驚
く
べ
き
拡
大
を
許
す
ほ
ど
強
か

　
　
つ
た
の
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
、
先
の
時
代
に
は
、
政
治
的
経
済
的
な
カ
が
手
を
取
り
合
っ
て
行
進
し
、
民
族
的
政
治
単
位
を
打
ち
建
て
、

　
　
局
地
経
済
の
集
合
体
の
代
り
に
単
一
の
国
民
経
済
を
作
り
出
し
た
。
し
か
る
に
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
政
治
的
な
カ
と
経
済
的
な
力
の
間

　
　
の
妥
協
が
破
れ
、
各
々
が
そ
れ
自
体
の
法
則
に
従
っ
て
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
に
み
れ
ば
民
族
的
諸

　
　
力
は
、
合
同
に
よ
る
と
既
存
単
位
の
打
破
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
十
九
世
紀
を
通
じ
て
国
民
を
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
が
い
よ
い

　
　
よ
可
能
に
な
っ
た
。
他
方
、
経
済
的
に
み
れ
ば
、
国
際
的
諸
力
は
国
民
経
済
の
多
様
性
を
単
一
の
世
界
経
済
に
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
っ

　
　
て
、
前
時
代
に
始
ま
っ
た
過
程
を
一
段
階
前
方
へ
進
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
第
三
の
角
度
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
体
艘
は
、
政
治
的

　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
民
衆
的
か
つ
戸
主
主
義
的
に
提
唱
す
る
こ
と
と
国
際
経
済
機
構
を
秘
伝
的
か
つ
専
制
的
に
す
る
こ
と
と
の
両
者
の
妥

　
　
協
と
昇
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
妥
協
が
破
れ
、
そ
の
背
後
に
存
在
し
た
弱
点
と
非
現
実
性
が
露
呈
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
に
よ
っ
て
、
こ
の
第
二
期
は
終
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
期
は
、
一
九
一
匹
年
か
ら
一
九
三
九
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
ま
で
の
時
期
を
指
す
の
で
あ
る
。
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
の
成
長

　
　
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
破
産
と
い
う
一
大
変
動
が
、
こ
の
時
期
の
徴
候
で
あ
り
、
そ
の
起
り
は
一
八
七
〇
年
以
後
の
数
年
間
に

　
　
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
が
明
ら
か
な
発
展
を
遂
げ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
八
一
四
年
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
、

　
　
こ
れ
は
各
個
入
が
こ
の
時
期
に
入
っ
て
か
ら
感
情
的
に
甚
し
く
民
族
主
義
的
に
な
っ
た
と
か
、
他
の
諸
国
の
人
々
の
協
力
す
る
こ
と
を
喜

　
　
こ
ば
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ナ
シ
一
．
ナ
リ
ズ
ム
が
新
し
い
政
治
的
、
経
済
的
環
境
の
も
と
で
活
動
し
始
め
た
と

　
　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
生
み
出
し
た
三
つ
の
主
な
要
因
と
し
て
、
カ
ー
は
、
新
し
い
社
会
層
が
国
家
の
実
質
的
な
成
員

　
　
の
中
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
、
経
済
権
力
と
政
治
権
力
と
が
再
び
眼
に
見
え
て
結
合
さ
れ
た
こ
と
、
国
家
の
数
が
増
加
し
た
こ
と
、
を
挙
げ

　
　
　
（
9
）

　
　
て
い
る
。



　
　
　
第
四
期
は
第
二
次
大
戦
以
後
の
時
期
を
さ
す
。
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
は
こ
の
よ
う
に
近
代
国
際
関
係
の
第
三
期
の
極
点

　
　
と
破
局
と
を
明
示
し
、
わ
れ
わ
れ
を
第
四
期
と
い
う
べ
き
も
の
の
門
目
に
立
た
せ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
性
格
こ
そ
恐
ら
く
来
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
一
世
代
に
わ
た
る
入
類
の
運
命
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
言
っ
て
、
か
れ
め
段
階
論
の
考
察
を
終
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
M
・
S
・
バ
ン
ド
マ
ン
の
分
類

　
　
　
政
治
学
の
立
場
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
定
な
政
治
的
性
格
を
強
調
す
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
政
治
学
者
バ
ン
ド
マ
ン
（
ζ
⇔
握
ω
絶
く
冨
ω

　
　
踏
き
山
B
き
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
類
型
分
類
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
か
れ
は
四
つ
の
類
型
に
区
分
し
て
い
る
。

　
　
　
（
1
）
圧
制
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
（
○
や
三
二
臨
。
⇒
2
p
・
酢
δ
髭
ロ
の
旨
）
。
こ
の
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
成
員
が
一
定
の
明
確
に
権
力
の

　
　
な
い
組
織
あ
る
い
は
特
殊
な
隷
属
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
一
集
騒
に
よ
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
反
動
の
体
制
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

　
　
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
お
よ
び
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
抑
圧
を
愛
け
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ト
ル
コ
帝
国
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ア
ル

　
　
メ
ニ
や
人
等
が
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
（
2
）
失
地
圓
復
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
（
犀
話
餌
Φ
馨
幹
乞
簿
δ
結
露
随
ω
彰
）
。
　
こ
の
首
巻
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
他
国
の
支
配
か
ら
自
国
民

　
　
を
解
放
し
よ
う
と
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
イ
タ
リ
ア
人
、
ル
ー
マ
ニ
ヤ
人
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
聞
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
3
）
予
防
…
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
℃
話
8
餌
瓢
。
づ
2
掌
。
ユ
。
鐸
巴
坤
ω
ヨ
）
。
こ
の
型
は
罠
族
的
安
全
と
一
般
園
民
の
福
祉
に
利
害
を
持
つ
商
業
的

　
　
拡
張
の
同
哺
化
と
同
様
に
、
近
代
国
家
体
綱
に
関
す
る
競
争
の
組
織
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
刺
激
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

　
　
て
こ
の
場
合
、
帝
国
主
義
と
予
防
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
特
徴
は
集
団
の
生
命
と
名
誉

　
　
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
（
4
）
威
光
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
℃
お
。
。
江
σ
Q
Φ
窯
晋
。
冨
静
彗
）
。
こ
こ
で
の
刺
激
は
、
民
族
が
特
に
自
己
民
族
の
観
点
か
ら
、
そ
の
栄
光

　
　
あ
る
過
去
お
よ
び
現
在
の
歴
史
よ
り
、
大
な
る
尊
敬
と
考
慮
を
受
け
る
に
値
す
る
未
来
の
町
能
性
だ
と
見
ら
れ
る
時
に
、
他
華
族
に
よ
る

　
　
侮
蔑
的
態
度
も
し
く
は
不
十
分
な
評
価
的
態
度
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
化
の
運
動
お
よ
び
オ
ス
ワ

015　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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〇2
5
　
ル
ド
・
モ
ー
ス
ー
3
一
の
国
粋
主
義
運
動
は
威
光
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
念
を
追
求
す
る
人
々
の
例
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
分
類
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
側
颪
を
正
確
に
叙
述
し
て
は
い
る
が
、
殊
に
そ
の
消
極
的
性
質
に
闘
す
る
叙
述

　
　
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
化
的
も
し
く
は
社
会
的
側
薦
を
強
調
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
ヘ
イ
ズ
の
分
類
が
し
た
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ

　
　
リ
ズ
ム
の
型
に
関
す
る
年
代
的
な
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
政
治
的
な
形
態
に
中
心
を
置
く
こ
と
は
、
多
面
的
な
現
象
の
一
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
叙
述
を
与
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
心
理
学
的
区
分

　
　
　
心
理
学
的
観
点
か
ら
ナ
シ
ー
コ
ナ
リ
ズ
ム
の
型
を
区
割
し
た
例
は
、
グ
ス
タ
フ
・
イ
ッ
ヒ
ハ
イ
ザ
ー
（
（
甲
‘
ω
け
嚢
。
〈
　
　
H
O
ゲ
げ
Φ
一
ω
⑦
H
）
に
よ
っ
て

　
　
な
さ
れ
た
二
つ
の
主
な
形
態
区
分
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
意
識
的
ナ
シ
ョ
ナ
ー
3
ズ
ム
（
O
o
諺
9
0
に
の
2
簿
凶
。
誘
鋤
δ
ヨ
）
。
あ
る
民
族
集
団
の
成
員
が
あ
ら
わ
に
か
つ
大
な
り
小
な
り
や
か
ま
し

　
　
い
方
法
で
か
れ
ら
の
民
族
価
値
お
よ
び
観
念
を
公
書
す
る
時
、
か
れ
ら
が
意
識
的
な
い
し
自
覚
的
に
一
定
の
民
族
的
目
標
の
た
め
に
努
力

　
　
す
る
時
、
か
れ
ら
自
身
の
民
族
共
同
態
の
真
な
る
も
し
く
は
架
空
な
る
特
性
に
誇
り
を
感
ず
る
と
同
時
に
飽
民
族
の
価
値
、
観
念
、
象
徴

　
　
お
よ
び
目
的
に
対
し
て
、
積
極
的
に
あ
る
特
定
な
敵
対
感
情
を
持
つ
こ
と
を
中
止
す
る
時
に
は
じ
め
て
か
れ
ら
は
意
識
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
　
ム
の
類
型
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
2
）
潜
在
意
識
的
（
も
し
く
は
無
意
識
的
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
ω
仁
ぴ
o
o
昌
9
0
⊆
ω
o
酎
¢
昌
o
o
漢
。
δ
ロ
ω
裳
節
瓢
。
昌
巴
δ
ヨ
）
。
あ
る
民
族
集

　
　
団
の
成
員
が
、
何
か
明
確
な
方
法
で
自
昆
族
の
特
殊
的
民
族
観
念
な
い
し
信
条
を
述
べ
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
ご
く
自
然
に
偏
晃
化
さ

　
　
れ
た
観
念
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
事
に
気
付
く
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
自
己
の
民
族
的
観
点
か
ら
晃
つ
け
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
す
る
場
合
、
か
れ
ら
は
潜
在
意
識
的
な
い
し
無
意
識
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
般
的
類
型
に
分
類
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
区
別
は
人
間
行
動
の
特
殊
性
を
認
知
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
識
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
古
く
か
ら
よ
く
確
立
さ
れ
た
人
間

　
　
の
反
応
で
あ
り
、
未
開
の
部
族
か
ら
近
代
の
民
族
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
自
己
保
存
と
は
い
う
も
の
の
、
集
団
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は
た
と
え
大
き
い
場
合
で
も
あ
る
い
は
小
さ
い
場
合
で
も
、
外
国
も
し
く
は
他
の
も
の
を
、
何
か
悪
い
も
の
と
し
て
見
る
よ
う
に
条
件
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
あ
る
一
定
の
民
族
集
団
は
、
他
の
人
々
を
、
非
英
国
人
、
非
ド
イ
ツ
人
も
し
く
は
非
ア
メ
リ
カ
人
と
看
好
し

勝
ち
で
あ
る
。

　
他
方
、
不
合
理
的
な
反
応
に
基
づ
く
潜
在
意
識
的
な
い
し
無
意
識
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
よ
り
一
層
危
険
で
異
常
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
統
御
さ
れ
得
ず
か
つ
容
易
に
手
か
ら
脱
す
る
が
故
に
危
険
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
大
規
模
に
不
合

理
的
な
い
し
攻
撃
的
な
敵
対
意
識
に
関
す
る
申
禰
作
用
は
、
現
代
の
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
入
心
理
学
者
に
と
っ
て
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
学
者
お
よ
び
活
動
家
に
と
っ
て
も
ま
た
重
要
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
L
。
S
・
グ
リ
ン
ベ
ル
グ
の
分
類

　
L
・
S
・
グ
リ
ン
ベ
ル
グ
（
炉
ω
6
9
①
窪
び
禽
σ
q
）
は
現
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
支
配
的
な
形
態
を
「
物
質
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

（
の
ろ
い
）
と
「
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
（
祝
福
）
（
．
．
ζ
舞
①
県
営
藤
島
菖
○
降
巴
圃
ω
導
．
、
（
o
鶏
の
④
）
⇔
質
縣
、
．
ω
℃
三
ε
亀
Z
帥
口
。
昌
巴
剛
ω
露
、
、

（
ぼ
①
ω
ω
ぎ
σ
q
）
の
用
語
に
よ
っ
て
二
つ
の
大
き
な
類
型
に
区
分
し
て
い
る
。

　
（
1
）
物
質
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
。
こ
の
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
的
、
歴
史
的
な
発
展
過
程
を

や
め
て
、
そ
の
代
り
に
、
堕
落
と
衰
微
で
世
界
を
威
嚇
し
よ
う
と
す
る
い
ま
わ
し
い
運
動
に
堕
落
し
て
い
る
。
そ
れ
は
不
寛
容
、
狂
信
的

好
戦
主
義
（
O
び
9
¢
〈
卿
ゆ
一
ω
b
P
）
お
よ
び
偏
狭
（
鷲
。
〈
訂
。
冨
誇
営
）
そ
し
て
主
と
し
て
戦
争
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
大
衆
の
心
理
に
深
く
根
ざ
し
排
他
的
お
よ
び
自
己
中
心
的
な
感
情
を
増
進
せ
し
め
る
原
始
的
か
つ
集
団
的
側
面

を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
の
現
わ
れ
に
お
い
て
物
質
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
大
衆
の
情
緒
に
訴
え
る
の
で

あ
り
、
　
一
つ
の
腐
敗
し
た
影
響
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
々
の
間
の
善
意
な
る
関
係
の
継
続
に
対
し
て
さ
え
敵
意
を
示
す
も
の
な

の
で
あ
る
。

　
（
2
）
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
。
グ
リ
ン
ベ
ル
グ
は
恐
ら
く
多
少
楽
観
的
に
、
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
歴
史
的
現
象
に
お
い
て
次

　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
折
縣
巌
†
研
究
　

第
四
頁
八
十
八
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六
六

〇4
5
　
の
革
命
的
な
段
階
に
現
わ
れ
る
も
の
と
看
呈
し
て
い
る
。
人
々
は
他
人
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
か
れ
ら
の
物
質

　
　
的
な
富
も
し
く
は
か
れ
ら
の
軍
事
力
の
規
模
の
故
で
は
な
く
て
、
か
れ
ら
の
文
化
も
し
く
は
人
闘
の
文
明
に
対
す
る
貴
重
な
貢
献
か
ら
で

　
　
あ
る
。
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
究
極
の
目
標
は
人
種
、
階
級
、
性
、
信
条
、
お
よ
び
罠
族
性
の
差
異
を
無
視
し
て
輝
線
性
に
対
し
て

　
　
協
託
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
文
化
に
基
づ
い
て
お
り
か
つ
精
神
的
現
象
を
表
わ
し
て
い
る
も

　
　
の
で
あ
る
か
ら
永
続
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
よ
り
良
き
世
界
を
希
求
し
て
い
る
人
類
の
進
路
を
照
ら
す
燈
台
の
よ

　
　
う
な
も
の
で
あ
る
〕
。

　
　
　
グ
リ
ン
ベ
ル
グ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
分
類
に
は
一
つ
の
基
本
的
な
特
質
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
ズ
ム
に
は
良
い
形
態
と
悪
い
形
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
罠
族
の
健
康
、
標
準
的
な
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
生
活
に
と
つ

　
　
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
遵
徳
的
な
諸
政
策
が
国
際
的
協
岡
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
る
必
要
な
諸
政
策
を
除
外
し
、
妨
害
す
る
程
極
端
な
も
の
に
な
っ
た
時
、
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
危
険
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
社
会
学
者
の
分
類

　
　
　
社
会
学
的
観
点
か
ら
い
え
ば
民
族
性
と
は
一
種
の
集
団
闘
争
で
あ
る
。
そ
の
様
々
な
形
態
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
集
団
問
の

　
　
関
係
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
対
立
と
闘
争
の
関
係
の
型
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
理
解
す
る
の
は
、
社
会

　
　
学
の
基
本
的
な
目
的
が
有
機
的
組
織
体
（
○
吋
α
q
餌
難
あ
ヨ
）
と
し
て
の
社
会
の
概
念
の
分
析
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
学
者
は
主
と
し
て
ナ

　
　
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
側
齎
に
関
心
を
示
す
が
、
社
会
学
者
は
集
団
行
動
を
反
映
す
る
感
情
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
見
る
の
で
あ

　
　
る
。
ク
エ
ン
シ
ー
・
ラ
イ
ト
（
◎
¢
ぎ
。
蜜
拓
く
甑
α
q
ぎ
）
の
如
き
は
、
特
殊
な
歴
史
的
要
因
に
基
づ
く
社
会
的
現
象
の
依
存
性
を
承
認
す
る
立

　
　
場
を
採
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
か
れ
は
、
無
数
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
に
お
い
て
年
代
順
に
よ
る
歴
史
的
な
型
に
従
い
、
そ
れ
ら

　
　
を
、
中
世
的
・
君
主
欄
…
的
・
革
命
的
・
自
由
主
義
的
お
よ
び
全
俸
主
義
的
な
も
の
と
し
て
位
置
せ
し
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
型
に
は
戦
争
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
関
係
に
お
い
て
そ
れ
自
身
の
特
殊
形
態
を
有
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
と
こ
ろ
で
社
会
学
の
観
点
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
に
つ
い
て
最
も
有
効
な
分
類
を
な
し
た
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
ス
（
鼠
⇔
図

　
　
薯
艮
げ
）
　
の
区
分
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
「
世
界
に
お
け
る
欝
国
の
立
場
を
有
利
に
達
成
・
維
持
・
強
化
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
て
闘
争
に
あ
け
く
れ
る
民
族
の
行
動
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
得
る
運
動
・
態
度
な
い
し
行
動
原
理
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

　
　
ズ
ム
を
四
つ
の
類
型
に
区
分
し
て
い
る
。

　
　
　
（
1
）
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
類
①
σ
q
①
糞
○
欝
団
2
£
爵
試
。
臼
田
翻
ヨ
）
　
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
は
、
「
ナ
シ
ョ
ナ

　
　
リ
ズ
ム
の
新
紀
元
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
た
十
九
世
紀
に
お
け
る
一
連
の
民
族
同
一
化
の
蓮
動
に
毘
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
イ
タ
リ
…
お
よ
び
ド
イ
ツ
統
一
の
た
め
の
達
動
で
あ
る
。
こ
の
種
の
運
動
は
民
族
集
団
が
、
よ

　
　
り
小
規
摸
な
政
治
的
主
権
か
ら
よ
り
大
き
な
集
団
な
い
し
、
よ
り
侵
略
的
な
規
模
に
組
織
結
合
せ
し
め
、
か
く
て
利
益
を
引
き
出
そ
う
と

　
　
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
機
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
度
そ
の
統
一
を
達
成
し
た
後
の
毘
族
丁
田
の
傾
向
は
、
よ
り
攻

　
　
撃
的
膏
国
主
義
的
な
目
的
に
発
展
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
配
権
を
さ
ら
に
拡
大
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ス

　
　
ト
・
イ
タ
リ
ー
が
試
み
た
エ
チ
オ
ピ
ヤ
へ
の
侵
入
は
轍
界
の
各
国
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
た
し
、
一
方
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
社
会
主
義
体

　
　
制
（
魯
①
真
蹟
。
欝
劉
ω
o
鼠
鉱
陣
の
け
幕
α
q
一
営
①
）
　
の
刺
激
の
結
果
と
し
て
の
民
族
主
義
的
感
情
の
極
端
な
強
調
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
廃

　
　
棄
通
告
と
な
り
、
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
、
さ
ら
に
は
世
界
を
よ
り
大
き
な
戦
争
に
巻
込
む
危
険
さ
え
は
ら
ま
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
2
）
分
離
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
℃
9
。
壇
鶏
。
巳
勲
鳳
ω
賦
o
Z
効
賦
○
湧
出
。
滞
B
）
。
こ
の
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
分
離
主
義
者
に
よ
る
民
族

　
　
の
自
治
権
の
要
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
運
動
は
文
化
的
な
自
治
も
し
く
は
寛
容
へ
の
努
力
に
先
ず
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

　
　
が
、
や
が
て
そ
の
運
動
が
進
展
す
る
と
、
政
治
的
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
遂
に
は
政
治
的
主
権
へ
の
要
求
に
発
展
す
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
ノ
～
ル
ウ
ェ
…
に
お
け
る
こ
の
種
の
運
動
は
成
功
的
で
あ
っ
た
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
不
成
功
に
終
っ
た
。
そ
の
発
端

　
　
お
よ
び
ユ
ト
ピ
ア
的
な
形
態
と
し
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
お
よ
び
黒
人
の
運
動
の
間
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
ム
の
最
も
特
徴
的
な
表
現
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ブ
イ
ン
ラ
ン
ド
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
お
よ
び
リ
ト
ア
ニ
ア
の
諸
国

鵬　
　
　
　
　
　
ナ
シ
ヲ
ナ
り
ズ
ム
の
類
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
ヒ
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六
八

06
5
　
に
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ー
・
ハ
ン
ガ
リ
ア
帝
国
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
お
よ
び
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
ト
ル
コ
帝
国
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
最
近
の
事
例
で
あ
る
。

　
　
　
（
3
）
限
界
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
ー
3
ズ
ム
（
ζ
p
・
お
冒
9
・
一
調
簿
δ
郎
p
。
涜
欝
）
。
こ
の
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
二
つ
の
国
家
問
の
辺
境
地
域
に

　
　
お
け
る
限
界
人
な
い
し
人
々
の
民
族
主
義
的
運
動
で
あ
り
、
一
驚
的
に
は
一
つ
の
混
合
文
化
を
難
し
て
い
る
限
界
民
族
に
み
ら
れ
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
限
界
人
は
往
々
に
し
て
自
己
の
母
国
の
伝
統
に
愛
着
を
も
ち
、
異
常
な
程
の
保
持
力
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ア
ル
ザ
ス

　
　
（
》
『
節
o
O
）
ロ
ー
レ
ー
ヌ
（
ピ
。
霞
鉱
昌
Φ
）
（
一
八
七
一
…
一
九
一
九
お
よ
び
一
九
澱
○
一
門
四
年
聞
は
ド
イ
ツ
領
…
…
筆
者
注
）
シ
レ
ジ
ア
（
ω
鵠
㊦
の
鍵
）

　
　
シ
ュ
ー
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
（
ω
。
瓢
Φ
の
鼠
σ
q
）
、
ザ
ー
ル
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
（
夢
①
ω
麟
鴛
碧
山
警
Φ
菊
｝
臥
β
熱
雷
山
）
、
イ
タ
リ
…
・
オ
ー
ス
ト
リ

　
　
ア
お
よ
び
ス
．
イ
ス
の
野
里
地
方
（
け
げ
③
　
H
時
節
一
〇
■
諺
¢
ω
叶
村
一
p
◎
頃
　
同
質
臼
　
ω
ぐ
唱
一
ω
ω
　
臨
N
O
郎
一
一
①
吋
）
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
略
的
な
地
域
な
ど
の
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
畏
族
に
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　
　
　
（
4
）
少
数
民
族
の
ナ
シ
。
ナ
リ
ズ
ム
（
8
げ
①
窒
鉾
δ
謬
翻
ヨ
。
｛
ζ
ぼ
○
円
試
⑦
ω
）
。
普
遍
的
な
か
つ
解
決
し
得
な
い
諸
問
題
を
有
す
る
少

　
　
数
民
族
は
明
ら
か
に
ナ
シ
謬
ナ
ー
ー
ズ
ム
に
関
す
る
自
己
心
身
の
型
を
持
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
少
数
民
族
の
人
種
的
お
よ
び

　
　
文
化
的
浸
透
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
は
か
れ
ら
自
身
の
蟹
族
的
伝
統
を
認
知
し
よ
う
と
努
力
し
、
か
つ
他
民
族
の
内
部
に
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
れ
ら
自
身
の
文
化
的
特
殊
性
を
熱
心
に
擁
護
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。

四
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
三
類
型

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ル
ト
ン
・
ヘ
イ
ズ
、
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
、
E
・
R
・
カ
…
、
M
・
S
・
バ
ン
ド
マ
ン
、
G
・
イ
ッ
ヒ
ハ
イ
ザ
ー
、

L
・
S
・
グ
リ
ン
ベ
ル
グ
、
M
・
ワ
ー
ス
、
等
々
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
類
型
論
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何

れ
も
西
欧
社
会
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
寧
ろ

ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
、
マ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
ス
の
類
型
区
分
に
考
慮
を
払
い
つ
つ
、
理
念
型
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
類
型
を
次
の
如
く



設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
②
西
欧
類
似
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
③
ア
ジ
ア
型
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
、
の
三
つ
の
類
型
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
多
少
の
ズ
レ
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
先
進
国
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
、
西
欧
類
似
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
申
進
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ア
ジ
ア
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
後
進
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
た
い
。
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
コ
ー
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン

ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
に
見
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
西
欧
類
似
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
か
っ
て
の
ド
イ

ツ
、
イ
タ
リ
ー
、
β
本
等
に
見
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
中
近
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
、
ア

フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
、
主
と
し
て
か
つ
て
の
植
民
地
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
マ
ッ
ク
ス
・
ワ
…
ス
の
い
う
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
パ
テ
ィ
キ
ュ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
程
度

の
差
は
あ
る
が
、
右
の
西
欧
型
お
よ
び
西
欧
類
似
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
共
通
に
晃
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
小
数
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
限
界
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
主
と
し
て
ア
ジ
ア
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
多
く
見
出
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
に
は
こ
れ
ら
の
諸
類
型
が
い
か
な
る
特
質
を
有
し
、
相
互
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
既
に

予
定
さ
れ
た
枚
数
を
オ
ー
バ
し
て
い
る
の
で
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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recognize　the　object　of　recognition　（＝：the　recipient　of　education）　as　he

real｝y　1s，　but　also　recognize　him　as　he　should　be　in　future．　By　＞＞he　as

shonld　be　in　future　＜＜　1　mean　his　real　self　which　slumbers　in　hlm　without

his　being　conscious　ef　1t．　lf　in　the　process　of　recognitioR　the　educator

succeeds　in　awal〈ening　the　recipient　of　education　to　his　real　self，　we　can

say　that　the　relationship　of　the　recognition　and　understanding　of　man　from

the　viewpoint　of　education　is　complete．　In　such　a　relationship　what　is

required　of　the　subject　of　recognition　？　He　must　ontologically　participate　in

the　object　of　recognition　through　love　and　reliance．　ln　this　case　how　can

the　truthfulness　of　recognition　be　guaranteed　？

　　Bearing　this　problem　in　mind，　1　have　criticized　here　the　theory　of

recognition　and　understanding　of　man　put　forward　by　Max　Weber　（Wert－

freiheie　theory）　and　Dilthey　（Verstehen　theory）　and　lastly　1　have　shown

that　the　“participant　recognition”　suggested　by　such　religious　philosophers

as　Paul　Tillich　and　MartiR　Buber　could　be　fruitful　if　applied　to　this　line　oi’

research．

Types　of　NatieltalisEri

b2　Shoji　Takashlrna

　　Nationalism　cannot　be　defined　adequately　in　simple　terms，　since　it　usually

assumes　varied　forms　and　expressions．　However，　if　we　are　allowed　to

de飯e　it　tentatively，　nationalism三s　group－consciousness　of　a　certain　nation

aiming　at　lts　unity，　lndependence　and　prosperity，　from　a　deslre　to　possess

its　own　state．　Such　a　definition　is　the　mos£　applicab｝e　to　the　case　of　modern

nations．　And　further，　nationalism，　in　this　sense，　has　two　types　of　signifi－

cance：one　is　the　independence　from　other　countyies　and　the　other　is　the

further　expansion　after　obtaining　the　independence．

　　In　view　of　these　backgrounds，　thls　paper　is　inteR（led　to　clarify　the　type

of　nationalism　available　in　the　contemporary　world．　We　wlsh　to　start　with

the　introduct1on　of　and　our　own　criticism　oR　various　vlews　held　by　scholars

about　the　typology　of　Rationallsm．　ln　writing　this　paper，　we　owe　a　great

deal　to　the　theories　of　H．　Kohn，　M．　Wirth，　C．　J．　H．　Hayes，　E．　H．　Carr，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



M．S．　Handman，　G．1（漁e1se罫，　and　L．　D．　Greenberg。　Above　all，　I　am

inclined　to＆PPエeciate　the　the◎ries　of　the　former．　two　scholars。　As　aエesult

of　ereview　about£he　scholars，　I　present　here　thτee　types　of　na宅iona茎isln　as

ideal　types　as　foHows：（1）難atio豫alis磁沁the　Wesもem　world，（2）nationalls臓

anaiogous　to宅ha亡of　the　western　world，（3）nationallsm　in　the　Asian　world．

　　The　basic　assumpt圭on　underlying　our£ypology，　though　they　mayっver毎p

each　other　to哉cer重ain　exten乞，　can　be　concluded　as　follows：nationalis置

く主）　correspondsも。　that　of　advanced　ceuntries，　Ilationalisr段（2）．も。　もhat　o壬

middle－develo茎）ed　countries，　and　na£iona王圭sm　　（3）to重ha重6f　under－developed

COU…ユtrles．

　　The　scie難t諭。　s艶dy　of　nationalism　m疑st　be　estab1呈shed　beyond　．‡he

knowledge　of　specific　cases　and　at　the　same　t童me　by　avoiding　lumping

together　all　instances　of　nationalism。　The　full　understanding　of　the　charac－

terist圭。　for狙s　of　these　three，　we　believe，　enables　us　to　get£he　correct

knowiedge◎f　nationalism　prevale簸t　in　each　area。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　鋤er　die　ttesssere　WahrRehmung

von　Masaji　OI〈ada

　　In　dlesem　Aufsatz　wlrd　eine　Beantwortung　der　Frage　versucht，　die

lautet　；　sind　wir　uhs　ttberhaupe　in　der　segenannten　tiusseren　Wahrnehmung

unmittelbar　der　Aussenwelt，　d．　h．　hier　der　tiusseren　Dinge　selbst　bewtisst　？

Die　Antwort　：　die　aussere　Wahmeltmung　ist　1〈ein　unmittelbares　Bewusstseln

von　der　Aussenwelt　selbst．

　　Dle　Antwort　1〈ommt　aus　elner　Betrachtung　des　folgenden　Sachverhaltes．

Die　aussere　Wahrnehmung　ist　n5mlich　die　von　einer　ausser　mir　iiegenden

Welt．　Dieses　’‘ausser　mir”　bedeutet　aber　die　“Tiefe”　im　Sinne　der　“Weite

hinaus”．　Die　Wahrnehmung　einer　solcken　perspektivischen　Tiefe　wird　uns

jedoch　niemals　in　der　Wahrnehmung　des　bloss　rttumlichen　Vethaltnisses

von　“Allssereinander”　gegeben．　Dies　ist　aus　derjenigen　unbestlmmten，

doch　von　einer　Art　der　Raumvorstellung　beglelteten　Gesichtswahrnehrnung

zu　ersehen，　die　auch　dann　bleibt，　wenn　wir　die　Augen　schliessen　ttnd　so

alle　tiussere　Wahrnehmung　verschwindet．　Andrerseits　ist　das，　was　wir　an
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