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範
大
学
教
授

【
張
三
夕
】　

す
ば
ら
し
い
ご
発
表
で
し
た
。
お
二
人
と
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
ま
ず
は
司
会
者
で
あ
る

私
の
方
か
ら
、
中
岡
先
生
と
李
先
生
に
そ
れ
ぞ
れ
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
中
岡
先
生
に
質
問
で
す
。
臨
床
哲
学
と
い
う
の
は
、
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
に
向
け
た
授
業
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の

知
る
限
り
で
は
、
中
国
の
医
学
大
学
で
は
そ
の
よ
う
な
臨
床
哲
学
と
い
う
科
目
は
ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
そ

の
臨
床
哲
学
と
い
う
の
は
日
本
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
か
。
そ
れ
と
も
西
洋
の
大
学
に
設
置
さ
れ
た
科
目
を
参
考
に
し
て
設
置
し

た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

次
に
李
萍
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
李
萍
先
生
の
発
表
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
話
題
だ
と
思
い
ま
す
。
論
文
の
な
か
で
は
中
国
の

普
通
の
人
の
職
業
階
層
が
五
つ
に
分
け
ら
れ
、
四
番
目
に
工
人
、
五
番
目
に
農
民
と
あ
り
ま
す
が
、
今
の
中
国
の
現
状
か
ら
言
え

ば
、
明
確
に
分
類
で
き
な
い
職
業
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
農
民
工
で
す
。
農
民
工
は
、
農
村
で
の
仕
事
が
忙
し
く

な
け
れ
ば
都
市
へ
行
っ
て
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
し
ま
す
が
、
農
繁
期
に
は
農
村
に
帰
っ
て
農
民
に
戻
り
ま
す
。
農
民
工
の
よ
う
な

農
民
と
も
工
人
と
も
言
え
な
い
職
業
の
人
た
ち
の
死
生
観
は
、
純
粋
な
工
人
や
農
民
の
死
生
観
と
異
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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ま
た
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
李
萍
先
生
は
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

【
中
岡
成
文
】　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
の
ご
質
問
で
す
が
、
臨
床
哲
学
は
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
を

対
象
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
臨
床
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
誤
解
を
生
み
や
す
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
普
通

「
臨
床
」
と
言
え
ば
、「
臨
床
医
学
」
と
い
う
ふ
う
に
日
本
人
で
も
ま
ず
思
い
ま
す
か
ら
。「
臨
床
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味

あ
い
で
は
な
く
、
発
表
の
な
か
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
苦
し
む
人―

病
気
も
含
め
て
、
病
気
以
外
の
場
合
も―

の
ベ
ッ
ド

サ
イ
ド
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
臨
床
哲
学
に
似
た
名
前
で
、「
臨
床
倫
理
学
」（C

linical E
thics

）
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
学
問
で
す
。
日
本
で
も
、
臨
床
倫
理
学
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
方
は
、
た
と
え
ば
清
水

哲
郎
さ
ん
な
ど
が
お
ら
れ
ま
す
。
私
自
身
も
あ
る
病
院
の
倫
理
委
員
会
に
属
し
て
お
り
、
新
し
い
薬
の
治
験
が
正
し
く
計
画
さ
れ

て
い
る
か
を
審
査
す
る
委
員
会
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
臨
床
哲
学
特
有
の
仕
事
と
い
う
よ
り
は
、
臨
床
倫
理
学
や
生
命
倫

理
学
に
も
関
わ
る
仕
事
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

次
の
ご
質
問
に
関
し
て
で
す
が
、
発
表
の
な
か
で
触
れ
た
よ
う
に
、
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
で
は
、「
臨
床
哲
学
」
は
私
の
同

僚
で
あ
る
鷲
田
清
一
が
組
織
的
に
使
い
始
め
た
名
前
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
以
前
に
も
精
神
医
学
者
の
木
村
敏
さ
ん
な
ど
、

臨
床
哲
学
と
い
う
名
前
を
使
わ
れ
た
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
と
い
う
点
で
は
、
疑
問
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
李
萍
】　

ま
ず
、
私
は
「
農
民
工
」
と
い
う
言
い
方
に
賛
成
し
ま
せ
ん
。
先
日
閉
会
し
た
ば
か
り
の
第
十
七
回
人
民
代
表
会
議

で
は
、「
農
民
工
」
で
は
な
く
、「
都
市
に
入
っ
て
仕
事
を
す
る
人
た
ち
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語
で
は
「
出
稼

ぎ
労
働
者
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
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私
が
「
農
民
工
」
と
い
う
言
い
方
に
反
対
す
る
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

「
農
民
工
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
農
業
が
忙
し
い
と
き
に
は
農
村
に
帰
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
最
終
的
に
都
市
の
労
働
者
に
な
れ
な
く
て
ま
た
帰
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
自
分
の
意
志
に
反
し
て
し
か
た
な
く
農
村
に
帰
る
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
か
ら
で
す
。

二
つ
目
は
、
職
業
に
関
す
る
浅
薄
な
意
識
の
持
ち
よ
う
を
、
こ
の
言
葉
が
象
徴
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。
農
村
で
は
農
民
で
あ
っ
た
人
も
、
都
市
に
入
っ
て

出
稼
ぎ
を
始
め
た
ら
工
人
（
労
働
者
）
と
分
類
す
べ
き
な
の
に
、
な
ぜ
彼
ら
が
農
民

で
あ
っ
た
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
農
民
工
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
農

民
を
都
市
労
働
者
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

張
先
生
は
、
ひ
と
び
と
を
五
つ
の
職
業
で
分
類
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
確
か
に
そ
う
で
す
。
抽
象
的
な
概
念
で
現
実
の
物
事
を
す
べ
て

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
五
つ

の
職
業
に
分
類
す
る
こ
と
に
は
、
不
合
理
な
点
や
欠
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
私
が
工
人
と
農
民
に
分
け
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
職
業
に
よ
っ
て
分
け
た

の
で
あ
り
、
そ
の
出
身
に
よ
っ
て
分
け
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
村
出
身
で
都
市

に
い
て
働
く
ひ
と
び
と
は
、
町
を
掃
除
す
る
人
た
ち
で
あ
ろ
う
と
、
建
築
現
場
で
働

く
人
た
ち
で
あ
ろ
う
と
、
農
業
で
稼
い
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
者
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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そ
れ
と
、
中
国
の
都
市
化
や
職
業
階
層
の
流
動
な
ど
は
、
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
政
府
の
指
導
に
よ
る
も
の
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。

【
福
間
聡
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
任
務
研
究
員
）】　

中
岡
先
生
が
「
弱
さ
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
は
「
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
（vulnerability

）」

で
あ
る
と
私
は
理
解
し
ま
し
た
が
、
こ
の
「
弱
さ
」
が
有
し
て
い
る
磁
力
の
多
面
性
に
関
し
て
、
中
岡
先
生
は
ど
の
よ
う
な
見
解

を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
た
く
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
私
の
知
り
合
い
に
も
Ａ
Ｌ
Ｓ
の
患
者
さ
ん
が
い
ま
す
が
、
彼
女
の
周
り
に
は
献
身
的
に
、
そ
し
て
楽
し
ん
で
介
護

を
行
う
人
た
ち
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
弱
さ
」
が
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
引
き
寄
せ
て
い
る
一
例
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
い
じ
め
や
少
数
民
族
へ
の
迫
害
と
い
っ
た
場
合
に
は
「
弱
さ
」
が
暴
力
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
引
き
寄
せ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
介
護
や
看
護
の
事
例
で
も
、
ケ
ア
を
受
け
る
側
の
「
弱
さ
」
が
、
ケ
ア
提
供
者
の
バ
ー
ン
・
ア
ウ
ト
を
引
き
起

こ
し
た
り
、
介
護
疲
れ
が
原
因
と
な
っ
て
ケ
ア
の
受
け
手
の
「
弱
さ
」
が
殺
人
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

「
弱
さ
」
が
有
す
る
磁
力
の
多
面
性
（
反
転
可
能
性
）
に
対
し
て
、
臨
床
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
臨
床
の
場
で
「
弱
さ
」
が
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
引
き
寄
せ
な
い
（
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
力
に
反
転
さ
せ
な
い
）
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
機
制
を
構
築
す
べ
き
か
に
つ
い
て
臨
床
哲
学
の
側
か
ら
何
か
提
案
は
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
今
回
中
国
側
の
発
表
と
比
較
し
て
み
て
、
日
本
側
の
発
表
に
は
「
弱
さ
」
に
対
す
る
慈
し
み
の
念
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
ま
し
た
が
、
は
た
し
て
死
生
学
に
お
い
て
「
弱
さ
」
を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
比
較
思
想
史
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
そ
の
意
義
は
何
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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【
中
岡
】　

ま
ず
、
私
が
「
弱
さ
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
「
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
」
か
と
い
う
と
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
、
死
生
と
い
う
対
象
の
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
的
態
度
の
「
弱

さ
」（
理
論
と
し
て
「
ス
ト
ロ
ン
グ
」
で
な
い
こ
と
）
を
も
、
私
は
意
識
し
て
い
ま
す
。「
死
生
と
い
う
対
象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
逃
れ
て
独
自
の
リ
ズ
ム
や
生
起
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
、「
弱
さ
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
は
、

た
ん
に
対
象
化
的
に
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
老
い
を
含
め
た
死
生
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
弱
さ
の
承
認
を
前
提
と
し
、
弱
さ

を
変
質
さ
せ
な
い
よ
う
な
接
近
が
必
要
と
な
る
」
と
論
文
中
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
別
の
箇
所
で
は
、
方
法
論
の
「
弱
さ
」
は
、

「
自
分
を
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
相
手
の
声
を
聴
き
取
ろ
う
と
す
る
受
容
的
な
姿
勢
を
指
す
。「
強
い
」
言
葉
、
権
威
か

ら
引
用
し
た
言
葉
を
使
わ
な
い
、
原
理
か
ら
演
繹
し
た
言
説
を
そ
の
ま
ま
事
例
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
し
な
い
、
な
ど
と
い
う
心

得
も
含
む
」
と
も
書
き
ま
し
た
。

第
二
に
、
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
表
現
自
体
、
私
の
意
図
と
確
か
に
連
動
し
て
は
い
ま
す
が
、
通
常
の
思
想
的
文
脈
で

理
解
さ
れ
る
限
り
、
少
し
ず
れ
て
も
い
ま
す
。
も
う
一
度
先
に
引
用
し
た
拙
文
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
死
生

と
い
う
対
象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
逃
れ
て
独
自
の
リ
ズ
ム
や
生
起
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
、「
弱
さ
」
を
そ
の
本

質
と
す
る
」
と
私
は
述
べ
ま
し
た
。
弱
さ
自
体
が
力
で
あ
り
、
力
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス―

福
間
さ
ん
の
表
現
で
は
「
磁
力
の
多

面
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が―

で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
福
間
さ
ん
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

弱
さ
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
力
と
同
様
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
も
「
引
き
寄
せ
る
」
の
は
当
然
で
す
。
ふ
た
た
び
別
の
箇
所
か
ら
引
用

し
ま
す
と
、「「
強
さ
」
を
志
向
す
る
人
間
の
反
発
力
を
抜
き
に
し
て
「
弱
さ
」
を
語
る
こ
と
も
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
絶
対
的
な
弱

さ
を
語
る
こ
と
は
か
え
っ
て
困
難
で
あ
る
。
弱
さ
を
弱
さ
と
し
て
認
め
た
と
き
、
ひ
と
は
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
の
弱
さ
か

ら
抜
け
出
て
い
る
」、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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私
の
論
旨
に
関
し
て
以
上
の
よ
う
な
修
正
と
確
認
は
必
要
だ
と
し
て
も
、
福
間
さ
ん
の
次
の
問
い
か
け
が
無
効
に
な
る
わ
け
で

は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
い
じ
め
や
少
数
民
族
へ
の
迫
害
な
ど
で
は
、「
弱
さ
」
が
暴
力
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
引
き

寄
せ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ま
た
介
護
や
看
護
で
も
、
ケ
ア
を
受
け
る
側
の
「
弱
さ
」
が
、
ケ
ア
提
供
者
の
バ
ー
ン
・
ア
ウ
ト
や
、

介
護
疲
れ
か
ら
来
る
殺
人
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
弱
さ
」
が
有
す
る
磁
力
の
多

面
性
、
反
転
可
能
性
に
対
し
て
、
ま
た
臨
床
の
場
で
「
弱
さ
」
が
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
引
き
寄
せ
な
い
た
め
に
、
臨
床
哲
学
は
ど

の
よ
う
な
機
制
を
構
築
で
き
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
い
で
す
。

私
は
差
し
当
た
り
以
下
の
よ
う
に
お
答
え
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。―

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
抑
制
す
る
「
機
制
を
構
築
」
す

る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
容
易
に
は
成
立
し
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
発
表
で
引
用
し
た
デ
リ
ダ
の
指
摘
ど
お
り
、
人
間

の
親
密
さ
と
ケ
ア
の
営
み
の
根
源
に
「
食
人
」
が
食
い
込
ん
で
お
り
、「
授
乳
・
愛
・
喪
の
な
か
に
あ
る
相
互
主
観
性
」
そ
の
も

の
が
「
食
人
」
に
よ
っ
て
深
い
と
こ
ろ
で
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
現
象
の
表
層
や
決
ま
り
文
句
の
背
後
に
回
っ
て
、
私

た
ち
は
思
考
し
、
実
践
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ケ
ア
を
受
け
る
側
の
弱
さ
が
そ
の
ま
ま
バ
ー
ン
・
ア
ウ
ト
や
殺
人
に
「
反

転
」
す
る
で
し
ょ
う
か
。
物
理
的
・
身
体
的
な
弱
さ
を
そ
の
ま
ま
で
は
お
か
ず
、
社
会
的
に
意
味
づ
け
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
、
ま

た
そ
れ
に
重
反
応
す
る
人
間
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
と
と
り
あ
え
ず
呼
ん
で
お
き
ま
す
）
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
弱
さ
の
構
築
と
は
、
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
な
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
脱
構
築
（
？
）
へ
の
知
恵
を
含
む
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。

【
柳
原
良
江
（
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
任
研
究
員
）】　

李
先
生
は
、
中
国
人
に
と
っ
て
死
と
は
、
一
人
の
人
間
が
逝
去
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
、
あ
る
人
の
夫
、
あ
る
い
は
兄
弟
、
父
親
、
息
子
な
ど
が
逝
去
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
死
は
き
わ
め
て
個
人
的

か
つ
個
別
的
な
現
象
と
化
し
、
死
の
社
会
に
お
け
る
意
義
も
重
要
性
を
持
た
な
く
な
っ
た
と
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
死
を
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他
者
と
の
関
係
性
か
ら
理
解
す
る
捉
え
方
は
日
本
で
も
一
般
的
で
す
が
、
日
本
で
は
死
を
独
立
し
た
個
体
の
消
滅
と
い
う
よ
り

は
、
ひ
と
び
と
と
の
関
係
で
構
成
さ
れ
た
社
会
的
な
出
来
事
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
同
様
の
状
況
を
、
な
ぜ
中
国
で

は
「
個
人
的
か
つ
個
別
的
な
現
象
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
、
先
生
は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
中
国
で
は
職
業
階
層
に
よ
り
死
生
観
に
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
じ
構
造
は
女
性
に
対

し
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
や
韓
国
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
場
合
は
子
を
産
む
こ
と
が
そ
の
職
業
生
活
の

あ
り
か
よ
り
も
、
女
性
の
値
打
ち
を
高
め
る
と
み
な
す
価
値
判
断
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
も
し
子
産
み
を

重
視
す
る
価
値
観
が
根
強
く
残
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
な
死
生
観
の
よ
う
に
、
社
会
的
価
値
観
の
流
入
に
よ
る
変
化
を

受
け
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
ひ
と
り
っ
子
政
策
と
関
連
し
て
女
性
の
死
生
観
に
変
化
は
生
じ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

【
李
】　

伝
統
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
中
国
の
社
会
構
造
は
「
家
」―

「
国
」
の
相
似
構
造
体
、
つ
ま
り
国
は
家
の
拡
大
で
あ

り
、
家
は
国
の
縮
図
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
史
上
に
存
在
す
る
の
は
「
家
」
だ
け
で
あ
り
、
現
代
的
意
義
に
お
け

る
「
国
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
中
国
人
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
「
家
」
の
な
か
で
生
活
す
る
こ
と
と

な
り
、
無
数
の
「
家
」
を
超
越
す
る
中
国
、
も
し
く
は
中
国
人
意
識
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
儒

学
が
提
出
し
た
「
天
下
」、「
仁
愛
」
等
の
概
念
は
「
全
人
類
共
同
体
」
と
い
う
設
定
を
打
ち
出
し
ま
し
た
が
、
た
だ
そ
れ
も
、
士

大
夫
、
お
よ
び
彼
ら
の
政
治
意
識
に
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
、
一
般
民
衆
に
と
っ
て
は
大
し
て
関
係
の
な
い
も
の
で
し
た
。
こ
の

ほ
か
、
中
間
的
構
造
の
欠
如
の
た
め
、
伝
統
的
中
国
人
が
日
常
生
活
に
お
い
て
「
家
」
の
外
へ
と
飛
び
出
し
、
共
同
生
活
や
公
共

事
件
を
体
験
で
き
る
機
会
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
非
常
に
ま
と
ま
り
が
な
く
、
お
の
お
の
が

政
治
を
行
う
状
態
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
死
の
問
題
に
関
し
て
も
同
様
で
す
。
一
人
の
人
間
の
死
は
、
当
事
者
の
経
験
で
も
、
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当
地
の
社
会
の
共
同
体
験
で
も
な
く
、
た
だ
、
そ
の
人
の
家
族
、
一
族
、
親
戚
だ
け
が
共
有
す
る
経
験
だ
っ
た
の
で
す
。

孔
子
は
か
つ
て
「
己
れ
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
れ
達
さ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
」（
自
分
が
立
ち
た
い
と
思
え
ば
人

を
立
た
せ
て
や
り
、
自
分
が
達
し
た
い
と
思
え
ば
人
を
達
さ
せ
て
や
る
）
と
強
調
し
、
孟
子
も
ま
た
「
吾
が
老
を
老
と
し
て
、
以

て
人
の
老
に
及
ぼ
し
、
吾
が
幼
を
幼
と
し
て
、
以
て
人
の
幼
に
及
ぼ
す
」（
わ
が
家
の
老
人
を
い
た
わ
る
心
持
ち
を
拡
張
し
て
、

他
家
の
老
人
に
及
ぼ
し
、
わ
が
家
の
幼
児
を
か
わ
い
が
る
心
持
ち
を
拡
張
し
て
、
他
家
の
幼
児
に
及
ぼ
す
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
「
我
」
と
他
人
の
連
帯
関
係
を
見
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
秦
朝
以
降
建
設
さ
れ
た
大
一
統
専
制
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
民
衆
の
力
を
警
戒
し
、
社
会
の
有
機
的
結
合
を
助
長
す
る
要
素
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
、
小
農
生
活
方
式
の
隔
離
性

を
強
化
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
歴
代
王
朝
に
よ
る
「
文
字
の
獄
」、「
連
座
制
」
な
ど
の
た
め
に
、
ひ
と
び
と
は
社

会
的
な
交
流
を
恐
れ
、
個
人
的
な
「
家
」
の
な
か
へ
と
引
き
こ
も
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
思
想
理
論
の
影
響
は
政
治
制
度

の
も
た
ら
し
た
影
響
に
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

中
国
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的
地
位
は
、
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
察
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
段
階
は
新
中
国
成
立

以
前
、
農
業
文
明
期
の
中
国
に
お
い
て
は
、
日
本
・
韓
国
と
同
様
、
女
性
は
生
育
の
道
具
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
女
性
は

教
育
を
受
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
外
に
出
て
職
に
就
く
す
べ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
職
業
階
層
は
男
性
社
会
の
な
か
で
の
出
来

事
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
第
二
の
段
階
、
新
中
国
成
立
後
に
は
男
女
平
等
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た
法
律
、
行
政
な
ど
を
通
じ
て

男
女
の
教
育
・
労
働
の
平
等
が
促
さ
れ
、
女
性
の
社
会
的
地
位
は
確
か
に
大
き
く
改
善
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
女

性
自
身
か
ら
発
せ
ら
れ
た
要
求
が
欠
け
て
い
た
こ
と
、「
男
女
平
等
」
が
主
に
政
府
主
導
で
あ
っ
た
こ
と
（
実
際
、
政
府
官
僚
の

大
多
数
は
男
性
で
し
た
）
に
よ
り
、
ひ
と
び
と
は
決
し
て
女
性
問
題
を
独
立
し
た
有
意
義
な
問
題
と
は
見
な
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
、
女
性
も
職
業
階
層
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
職
業
階
層
に
お
け
る
女
性
的
特
徴
と
い

う
の
は
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
し
て
第
三
段
階
、
二
十
世
紀
の
八
〇
年
代
以
降
、
市
場
主
義
的
改
革
に
お
い
て
、
一
部
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の
業
種
は
経
営
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
。
一
部
の
人
は
、
女
性
が
本
来
占
め
る
べ
き
で
な
い
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
そ
の

原
因
と
見
な
し
、「
女
性
を
家
に
帰
ら
せ
よ
う
」
と
い
う
呼
び
声
が
現
れ
ま
し
た
。
女
性
の
地
位
は
一
気
に
地
に
落
ち
た
の
で
す
。

現
在
の
就
職
状
況
に
お
い
て
、
多
く
の
企
業
・
機
関
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
「
女
性
不
要
」
を
口
に
し
、
女
性
は
排
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
中
国
で
は
ス
ト
ラ
イ
キ
、
デ
モ
、
結
社
等
は
す
べ
て
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
女
性
が
自
ら
の
不
満
を
表
現
す
る
す
べ
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
女
性
問
題
は
隠
蔽
さ
れ
、
望
ま
し
い
解
決
に
達
し
て
い
ま
せ
ん
。

新
中
国
成
立
後
に
推
進
さ
れ
た
男
女
平
等
政
策
は
、
確
か
に
女
性
の
意
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
は
就
職

に
対
す
る
よ
り
強
い
願
望
、
社
会
的
成
功
に
対
す
る
よ
り
高
い
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
出
産
は
あ
ま
り
望
ま
な
い
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
中
国
に
お
い
て
、
女
性
は
未
だ
一
つ
の
総
体
を
形
成
し
て
い
ま
せ
ん
。
都
市
と
農
村
の
格
差
、
社
会

階
層
の
存
在
な
ど
に
つ
い
て
、
女
性
が
総
体
と
し
て
自
分
の
存
在
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
未
だ
不
十
分
で
す
。

政
府
が
推
し
進
め
た
計
画
生
育
成
策
は
、
中
国
人
の
世
代
間
関
係
、
家
庭
構
造
、
老
人
の
世
話
の
仕
方
を
変
え
ま
し
た
。
し
か

し
性
別
に
対
す
る
価
値
判
断
に
大
き
な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
多
数
の
都
市
人
口
は
男
の
子
を
産
む
の
も
女
の
子
を
産

む
の
も
同
じ
だ
と
い
う
観
念
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
農
村
で
は
や
は
り
男
の
子
を
産
み
た
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
都
市
生
活

者
に
は
よ
り
よ
い
老
後
の
保
障
と
生
活
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
反
映
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
都
市
の

拡
張
と
土
地
面
積
の
減
少
、
葬
儀
の
集
中
化
、
火
葬
、
病
院
に
お
け
る
告
別
、
儀
式
の
簡
略
化
な
ど
が
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
現
代
中
国
人
の
死
生
観
に
よ
り
は
っ
き
り
し
た
影
響
を
持
つ
で
し
ょ
う
。

【
鄭
暁
江
】　

李
萍
先
生
の
文
章
の
な
か
に
は
、
立
徳
、
立
身
、
立
言
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
中
国
に
は
も
と
も
と

「
立
身
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
立
身
」
と
い
う
よ
り
「
立
功
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
方
が
普
通
で
す
が
、

李
萍
先
生
の
「
立
身
」
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
で
す
か
。
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ま
た
、「
死
生
学
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、
中
国
で
は
「
死
生
学
」
で
は
な
く
「
生
死
学
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

日
本
側
は
「
死
生
学
」
と
言
っ
て
、
中
国
側
は
「
生
死
学
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
で
は
死
を
中
心
と
し
て
研
究
し
、
中
国

で
は
生
を
中
心
と
し
て
研
究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
か
な
り
お
も
し
ろ
い
話
題
の
よ
う

に
思
う
の
で
す
が
。

【
李
】　

中
国
の
古
い
文
献
で
は
確
か
に
「
立
功
」
で
し
た
。
こ
こ
で
私
が
あ
え
て
「
立
身
」
と
書
い
た
の
は
、「
身
」
に
は

「
行
為
」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
功
」
も
「
行
為
」
の
意
味
が
あ
る
の
で
、
同
じ
よ
う
な
用
法
と
し
て
、
自
分
な
り
の
使
い

方
で
「
立
身
」
と
し
た
の
で
す
。
間
違
い
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ご
指
摘
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
森
秀
樹
】　
「
立
身
」
は
「
孝
経
」
の
な
か
に
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
新
奇
な
用
法
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

「
生
死
学
」・「
死
生
学
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
す
か
。

【
竹
内
整
一
】　
「
死
生
観
」
は
日
本
で
は
明
治
時
代
に
使
い
始
め
ら
れ
た
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、「
死し
せ
い生

、
命め
い

あ
り
」

と
か
、「
生し
ょ
う
じ
じ
だ
い

死
事
大
」
の
よ
う
に
生
が
先
に
来
た
り
、
死
が
先
に
来
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
「
死
生
学
」
と

名
前
を
つ
け
た
の
は
、
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
（thanatology

）、
デ
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー(death study)

の
よ
う
に
死
に
特
化
し
た
学
問
で

は
な
く
、
死
と
生
と
を
い
っ
し
ょ
に
見
渡
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
英
語
名
で
は“D

eath and Life Study ”

と
名
付
け
た
も
の
に
対

す
る
翻
訳
と
し
て
「
死
生
学
」
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
特
に
、
関
心
が
死
の
方
に
傾
い
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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長
時
間
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
中
岡
先
生
と
李
萍
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
ま
す
と
「
死
生
学
」
は
考
え
れ

ば
考
え
る
ほ
ど
生
活
の
現
実
に
密
接
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
司
馬
遷
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
空
理
空
論
に
流
れ
る
よ
り
も
具
体
的
な
こ
と
に
も
の
に
照
ら
し
て
死
生
学
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


