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は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
七
月
か
ら
、
筆
者
は
日
本
交
流
協
会
招
聘
活
動
の
研
究
助
成
金
で
、
京
都
で
一
ヶ
月
に
わ
た
る
短
期
研
究
を
行
っ

た
。
在
日
期
間
中
、
も
っ
と
も
気
に
か
け
て
い
た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
復
興
状
況
、
原
発
、
放
射
性
物
質
の
拡
散
及
び
そ

れ
が
人
や
環
境
に
与
え
る
影
響
な
ど
と
い
っ
た
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
た
び
た
び
日
本
の
友
人
に
こ
う
質
問
し
た
。
今

回
の
大
震
災
を
体
験
し
て
、
人
生
観
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
、
と
。
そ
の
返
答
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。「
被
災
者
の
た
め
に
何
か
し
た
い
」、「
被
災
者
と
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
で
毎
日
を
過
ご
し
た
い
」、「
震
災
で
生
活

態
度
が
も
っ
と
積
極
的
に
な
っ
た
」、「
今
回
の
よ
う
な
天
災
と
人
災
に
見
舞
わ
れ
た
の
も
し
か
た
が
な
い
」、「
今
回
の
大
震
災
は

あ
ま
り
私
に
は
関
係
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
続
け
て
い
く
し
か
な
い
」、「
形
だ
け
の
思
い
や
り
が
い
か
な
る
も
の
か
、
私
に

は
わ
か
ら
な
い
」、「
今
回
の
震
災
を
経
験
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
生
の
い
ち
い
ち
を
気
に
す
る
必
要
は
な
い
」、「
好
き
な
よ
う

実
践
に
お
け
る
死
生

―
田
辺
元
の
「
死
の
哲
学
」
と
慈
済
の
宗
教
的
世
界廖

欽
彬
｜
台
湾
国
立
中
山
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
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な
に
生
き
れ
ば
い
い
、
人
生
は
短
い
の
だ
か
ら
」、「
死
が
身
近
に
あ
る
と
は

知
ら
な
か
っ
た
」、「
死
と
生
は
大
し
た
違
い
が
な
い
」
等
等
。

筆
者
の
日
本
で
の
滞
在
は
短
か
っ
た
が
、
心
境
に
お
い
て
も
人
生
観
に
お

い
て
も
、
次
第
に
日
本
人
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
気
持
ち
は
帰
国
後
、
徐
々
に
薄
れ
て
い
っ

た
。人

間
が
予
測
不
可
能
、
あ
る
い
は
不
安
や
危
険
な
状
況
に
置
か
れ
る
と
、

改
め
て
自
ら
の
人
生
観
と
価
値
観
を
顧
み
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
心
が
よ
り
い
っ
そ
う
広
く
な
っ
た
り
、
生
き
る
知
恵
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
り
す
る
人
も
い
れ
ば
、
革
新
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
保
守
的
に
な
る

人
も
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
、
筆
者
は
、
人
生
と
は
何
か
、
死
生
と
は
何
か
、
人
間
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
、
永

遠
な
る
価
値
や
理
念
と
は
何
か
と
い
う
、
死
生
学
、
倫
理
学
、
あ
る
い
は
宗
教
や
哲
学
な
ど
と
い
っ
た
諸
問
題
を
考
え
直
さ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
筆
者
は
改
め
て
、
学
問
と
現
実
と
の
繋
が
り
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。

本
稿
は
上
述
し
た
諸
問
題
を
考
え
る
と
同
時
に
、
日
本
近
代
の
哲
学
者
・
田
辺
元
（1885-1962

）
が
晩
年
に
提
出
し
た
「
死

の
哲
学
」
と
台
湾
当
代
の
宗
教
団
体
・
慈
済
基
金
会
（
以
下
は
慈
済
と
略
称
）
の
宗
教
的
実
践
を
基
礎
と
し
て
、
実
践
知
と
実
践

に
お
け
る
死
生
観
を
探
究
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

廖欽彬氏
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一
．「
行
死
」
の
哲
学

今
回
の
大
震
災
が
も
た
ら
し
た
結
果
と
影
響
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
天
災
や
人
災
に
遭
遇
す
る
と
、
と

か
く
す
ぐ
さ
ま
わ
れ
わ
れ
に
被
害
を
も
た
ら
し
た
自
分
た
ち
の
過
失
を
反
省
し
て
検
討
し
、
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
行
動
パ
タ
ー
ン

や
施
策
を
求
め
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
計
算
は
遥
か
に
天
意
に
及
ば
ず
、
合
理
的
判
断
（
必
然
）
も
ま
た
偶
然
に
勝
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
は
、
人
間
自
身
の
知
や
力
に
頼
る
ば
か
り
で
は
、
必
ず
し
も
円
満
に
解
決
で
き
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
慈
善
団
体
や
宗
教
団
体
、
あ
る
い
は
政
府
や
民
間
機
構
は
、
震
災
後
の
心
身
や
物
資
に
対
す
る

種
々
の
援
助
、
復
興
の
た
め
の
活
動
や
事
業
や
施
策
な
ど
と
い
っ
た
震
災
後
の
ケ
ア
や
処
置
に
悩
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の

一
番
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
や
施
策
が
適
切
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
空
間
・
時
間
を
問
わ
ず
、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
普
遍
的
に
通
用
す
る
人
間
の
行
動
と
い
う
も
の
は
あ
り
う
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
田
辺
元
は
そ
の
「
行
死
」
の
哲
学
（
つ
ま
り
、
彼
の
「
死
の
哲
学
」）
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
問
題
を
探

究
す
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
田
辺
は
終
戦
直
前
に
、
自
ら
の
独
特
な
宗
教
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
哲
学
の
発
展
を
見
通
せ
ば
わ
か

る
よ
う
に
、
後
期
田
辺
哲
学
は
「
懺
悔
道
」
の
哲
学
を
発
端
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
発
展
を
弁
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

最
後
に
「
死
の
哲
学
」
に
行
き
着
く
。
絶
対
他
力
に
促
さ
れ
た
懺
悔
（
自
我
否
定
の
行
）
は
、
そ
の
哲
学
の
核
心
的
な
価
値
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
パ
ス
カ
ル
（B

laise P
ascal, 1623-62

）
が
「
無
知
の
知
」
を
人
間
知
識
の
最
高
価
値
で
あ
る
と
し
、

こ
の
よ
う
な
自
覚
思
想
こ
そ
人
間
の
偉
大
さ
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
自
力
に
重
き
を
置
い
た
自
己
肯
定
の
行
為
と
は
大
い

に
異
な
っ
て
い
る
（
Ｔ
９
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
第
六
章
を
参
照
）。
懺
悔
は
田
辺
自
身
及
び
絶
対
的
危
機
に
臨
ん
で
い
る
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理
性
哲
学
に
一
縷
の
生
の
望
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
伝
統
的
な
仏
教
（
こ
こ
で
は
真
宗
を
指
す
）
の
教
義

に
理
性
的
な
思
惟
を
注
ぎ
込
み
、
そ
れ
が
神
秘
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
導
い
て
い
る
（
す
な
わ
ち
脱
神
話
化
で
あ
る
）。
理
性

哲
学
は
か
く
し
て
他
力
の
恩
寵
を
通
し
て
、
自
己
否
定
か
ら
自
我
肯
定
に
転
じ
る
。
他
力
宗
教
も
ま
た
、
自
我
限
定
を
行
い
、
哲

学
を
否
定
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
を
現
し
て
い
る
。
懺
悔
と
は
、
過
去
の
誤
り
を
後
悔
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
他
力
の
恩
寵
を
受
け
て
行
わ
さ
れ
た
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
行
で
あ
る
。

懺
悔
と
い
う
自
己
否
定
即
肯
定
の
実
践
概
念
は
、
田
辺
哲
学
の
弁
証
法
的
な
展
開
に
従
っ
て
そ
の
形
を
変
え
、
悔
い
改
め
、
犧

牲
、
死
な
ど
と
い
っ
た
概
念
に
変
貌
し
て
い
る
が
、
他
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
は
依
然
と
し
て
、

田
辺
哲
学
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
変
貌
は
田
辺
哲
学
の
開
放
的
、
実
践
的
な
性
格
を
現
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
悔
い
改
め
に
つ
い
て
、
田
辺
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
の
福
音
は
、
こ
の
神
の
国
が
既
に
近
づ
き
、
彼
の
出
現
に
於
て
そ
の
端
緒
が
兆
し
始
め
た
こ
と
を
告
げ
て
、
そ
れ

に
対
す
る
準
備
の
た
め
に
、
悔
改
を
行
う
べ
き
こ
と
を
勧
め
教
え
る
…
…
従
っ
て
そ
の
準
備
と
し
て
勧
告
せ
ら
れ
る
悔
改
も
、

一
応
表
面
的
に
は
神
の
国
へ
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
赦
罪
宥
和
を
齎
す
た
め
の
手
段
で
あ
る
か
の
如
く
に
見
え

る
け
れ
ど
も
、
真
実
に
は
、
そ
れ
が
神
の
恩
寵
に
よ
り
催
起
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
が
神
の
国
の
発
端
で
あ
り
兆

し
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
の
神
国
は
既
に
開
始
さ
れ
た
。
そ
れ
が
悔
改
に
於
て
姿
を
現
わ
し
、
こ
れ
に
参
加
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。（
Ｔ
10
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』、
九
十
五
〜
九
十
六
頁
）

こ
の
引
用
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
は
自
力
で
自
ら
の
罪
悪
を
悔
い
改
め
て
神
の
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
悔
い
改
め

は
神
の
慈
愛
に
よ
っ
て
の
み
喚
起
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
悔
い
改
め
は
懺
悔
と
同
じ
よ
う
に
、
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
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絶
対
者
の
慈
愛
に
促
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
未
だ
来
な
い
神
の
国
は
、
絶
対
者
の
慈
愛
と
相
対
者
の
悔
い
改
め
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
現
在
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ル
カ
の
福
音
書
（17-21

）
の
「
神
の
国
は
、
実
に
あ
な
た
が
た
の
た
だ

中
に
あ
る
の
だ
」
が
成
り
立
つ
に
は
、
神
の
愛
と
人
間
の
悔
い
改
め
の
相
互
の
否
定
媒
介
関
係
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
悔
い
改
め
は
罪
を
赦
す
条
件
に
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
神
の
恩
寵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
ま
た

同
時
に
神
が
罪
を
赦
す
証
で
も
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
神
の
愛
の
露
呈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悔
い
改
め
は
単
に
一
個
人
の
自
己
犧
牲
即

救
済
の
み
な
ら
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
け
る
死
復
活
の
絶
対
転
換
を
、
さ
ら
に
他
者
あ
る
い
は
異
民
族
と
と
も

に
行
っ
た
自
他
犧
牲
即
復
活
の
転
換
行
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
い
わ
ゆ
る
隣
人
愛
で
あ
る
。
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
の
福
音
に
よ
っ
て
、
自
己
と
自
ら
の
民
族
の
原
罪
を
背
負
い
つ
つ
、
徹
底
的
に
自
己
犠
牲
の
悔
い
改
め
を
行

い
、
か
え
っ
て
他
者
と
と
も
に
神
の
恩
寵
に
包
摂
さ
れ
、
彼
ら
と
と
も
に
神
の
愛
を
信
証
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
「
神

⇔

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

⇔

人
間
」
に
お
け
る
「
神
の
愛
」「
神
へ
の
愛
」「
隣
人
愛
」
と
い
う
三
つ
の

愛
の
絶
対
媒
介
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｔ
９
、『
実
存
と
愛
と
実
践
』
第
一
章
第
四
節
を
参
照
）。
田
辺
は
、
そ
う
し
た

愛
の
三
一
的
構
造
が
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
的
な
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
。
田
辺
の
絶
対
媒
介
の
論
理
は
か
く
し
て
、
彼
の

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
弁
証
に
お
い
て
、
さ
ら
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
同
一
の
哲
学
論
理
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
扱
っ
た
結
果
で
は
な
い
。
田
辺
の
言
っ
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
と
し
て
、
否
定
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
自
己
を
破
滅
の
境
地
に
導
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
Ｔ
７
、『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』
第
一
、
二
章
を
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
懺
悔
道
哲
学
の
論
理
は
他
力
の
恩
寵
に
よ
っ

て
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
媒
介
と
し
て
、
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
運
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
は
た
だ
こ
う

し
て
の
み
哲
学
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
（P

lato, 423B
C

-347B
C

）『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

（Socrates, 469B
C

-399B
C

）
が
死
の
前
に
、
弟
子
た
ち
に
向
か
っ
て
「
真
の
哲
学
者
は
死
を
行
ず
る
」
と
説
い
た
の
に
似
て
い
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
は
、
哲
学
は
徹
底
し
た
自
己
肯
定
の
「
生
の
哲
学
」
で
は
な
く
、
絶
え
ず
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
を
行

う
「
死
の
哲
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｔ
９
、『
実
存
と
愛
と
実
践
』
第
三
章
第
一
節
を
参
照
）。

田
辺
の
い
わ
ゆ
る
「
行
死
」
は
、
決
し
て
自
殺
あ
る
い
は
命
を
絶
つ
こ
と
や
終
結
、
消
滅
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
物

理
的
・
生
理
的
な
消
滅
な
い
し
死
生
に
か
か
わ
り
の
な
い
、
一
種
の
自
己
同
一
性
に
対
す
る
否
定
行
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
種

の
、
他
力
の
絶
対
還
相
行
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
絶
対
否
定
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、「
死
を
行
ず
る
」
こ
と
と
「
生

を
現
す
」
こ
と
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
行
死
即
現
生
」
の
転
換
運
動
、
つ
ま
り
自
己
否
定
即

肯
定
の
宗
教
哲
学
的
実
践
は
、
田
辺
が
晩
年
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889-1976

）
哲
学
と
対
決
す
る
の
に
使
っ

た
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
生
の
存
在
学
」
に
対
し
て
、
田
辺
は
自
ら
の
哲
学
を
「
死
の
弁
証
法
」
あ
る
い
は
「
死
の

哲
学
」
と
称
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
は
た
だ
生
の
可
能
性
（
生
の
延
長
）
で
あ
り
、
生
の
自
己
同
一
態
（
す
な
わ
ち
自
己
肯
定
、

執
著
態
）
で
あ
り
、
他
力
恩
寵
な
き
自
力
救
済
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
の
死
は
か
え
っ
て
愛
の
表

現
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
真
の
愛
は
自
己
犠
牲
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
と
愛
は
相
即
不
離

に
し
て
、
た
だ
哲
学
を
し
て
死
を
行
じ
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
真
に
哲
学
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
（
Ｔ
13
、「
生
の
存
在
学
か
死
の

弁
証
法
か
」
を
参
照
）。
こ
う
し
た
「
死
即
愛
」
の
実
践
の
仕
方
も
ま
た
、
田
辺
が
考
え
て
い
る
も
っ
と
も
具
体
的
な
道
徳
倫
理

で
あ
る
。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
死
の
哲
学
」
は
ま
さ
に
田
辺
の
宗
教
哲
学
的
な
実
践
論
理
（
田
辺
は
「
死
の
哲
学
」
は
未
来
の

哲
学
の
発
展
形
態
で
あ
る
と
宣
言
し
た
）
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
特
色
を
と
も
に
備
え
、
哲
学
、
宗
教
、

人
間
の
行
動
を
弁
証
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
絶
え
ず
「
死
即
生
、
生
即
死
」
の
転
換
状
態
を
表
し
て
い
る
。

死
生
と
は
何
か
、
人
間
は
い
か
に
行
動
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
は
、
後
期
田
辺
哲
学
の
展
開
の
中
に
、
そ
の
探
究
の
手

が
か
り
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
田
辺
か
ら
す
れ
ば
、
一
切
の
も
の
は
た
だ
絶
対
他
力
に
喚
起
さ
れ
て
精
神
に
お
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け
る
徹
底
し
た
自
己
否
定
即
肯
定
（
死
即
生
）
の
転
換
運
動
を
行
っ
て
は
じ
め
て
、
自
己
自
身
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
自
己
同
一
の
仕
方
で
自
己
自
身
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
真
理
や
い

か
な
る
価
値
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
田
辺
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
死
生
は
、
た
だ
人
間
の
行
動
に

お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
人
生
観
や
価
値
観
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
死
生
の
固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
学
問
が

存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
今
回
の
東
日
本
大
震
災
後
の
復
興
状
況
を
顧
み
る
と
き
、
日
本
政
府
や
民
間
団
体
、
あ
る
い
は
い
か
な
る

国
内
外
の
慈
善
団
体
も
み
な
、
今
後
の
復
興
に
力
を
入
れ
な
い
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
は
で
き
る
限
り
の
貢
献
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
普
遍
的
で
適
切
な
行
動
と
は
何
か
。
も
し
あ
ら
ゆ
る
団
体
や
組
織
が
被
災
者
の
た
め
に
自

ら
の
立
場
や
理
念
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
震
災
後
の
復
興
状
況
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
光
景
を
出
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
う
す
れ
ば
可
能
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
す
る
論
述
は
第
三
節
に
譲
り
た
い
。

二
．
慈
済
の
宗
教
的
実
践
と
献
体

慈
済
の
前
身
は
「
仏
教
克
難
慈
済
功
徳
会
」
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
、
証
厳
法
師
（1937-

）
の
「
仏
教
の
た
め
、
衆
生
の
た

め
」
と
い
う
理
念
の
も
と
で
成
立
し
た
。
そ
の
推
進
事
業
は
、「
四
大
事
業
」
で
あ
る
慈
善
、
医
療
、
教
育
、
文
化
の
ほ
か
、
骨

髄
バ
ン
ク
支
援
、
エ
コ
活
動
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
国
際
支
援
な
ど
を
も
含
ん
で
い
る
。
慈
済
の
慈
善
事
業
の
規
模
は
非
常
に

幅
広
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
を
説
明
す
る
余
裕
は
な
い
。
本
節
は
慈
済
の
社
会
的
実
践
の
精
神
で
あ
る
「
大
愛
」
と
、
献
体
に

関
す
る
事
業
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ
の
死
生
観
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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証
厳
法
師
は
印
順
法
師
（1906-2005

）
を
師
と
し
て
仰
ぎ
、
師
の
「
人
間
仏
教
」
の
理
念
を
継
承
し
て
、
人
間
の
現
実
生
活

に
活
か
そ
う
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
、
寺
院
か
ら
出
な
い
、
あ
る
い
は
世
間
の
こ
と
を
顧
み
な
い
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
変
え
よ
う
と
し

た
。
慈
済
は
証
厳
法
師
の
指
導
の
も
と
で
、「
人
間
を
慈
愛
し
救
済
せ
よ
」
と
い
う
宗
教
的
な
実
践
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
原
始
仏
教

の
本
来
の
姿
を
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
宗
教
的
実
践
の
範
囲
は
台
湾
本
土
か
ら
世
界
各
地
に

広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
証
厳
法
師
の
社
会
的
実
践
は
主
と
し
て
『
無
量
義
経
』
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
「
経
を
行
ず
る
」
行
為
は
慈

済
が
諸
々
の
菩
薩
と
と
も
に
現
実
世
界
に
戻
っ
て
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
慈
悲
の
精
神
を
完
全
に
表
し
て
い
る
。
こ
の
精
神

は
ま
さ
に
菩
薩
道
の
精
神
で
あ
る
。

法
師
は
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
絶
え
ず
過
去
、
現
在
、
未
来
の
無
数
の
仏
や
菩
薩
と
と
も
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
愛
、
つ
ま
り

「
大
愛
」
と
い
う
宗
教
的
実
践
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
行
動
規
範
と
修
行
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
師
が
無

数
の
仏
や
菩
薩
と
と
も
に
慈
済
の
人
々
を
導
き
、「
ま
だ
救
わ
れ
て
い
な
い
人
が
一
人
で
も
い
た
ら
、
決
し
て
仏
に
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
大
愛
の
精
神
（
平
等
愛
の
精
神
）
を
、
現
実
世
界
に
実
現
す
る
慈
悲
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

慈
済
の
社
会
実
践
の
教
え
に
関
し
て
、
法
師
は
「
や
れ
ば
い
い
」
と
提
唱
し
た
。「
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
の
は
は
た
し
て
い

つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
誰
に
対
し
て
い
か
な
る
こ
と
を
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
誰
の
た
め
に
す
る
の
か
。
仏
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

「
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
の
は
、
特
定
の
時
間
や
空
間
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
る
こ
と
自
体
は
始
ま
り
も
な
け
れ
ば

終
わ
り
も
な
く
、
至
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
誰
と
い
う
の
も
、
別
に
決
ま
っ
た
誰
か
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
広
く
言

え
ば
三
世
の
諸
々
の
仏
で
あ
る
。
い
か
な
る
こ
と
を
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
法
師
の
い
う
よ
う
に
、
物
の
命
と
生
命
を

慈
し
み
、
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
慈
済
の
「
や
れ
ば
い
い
」
と
は
、
実
は
一
種
の
三
世
の
諸
々
の
仏
が
絶
え
ず
交
互
の
「
自

己
犠
牲
即
自
他
成
就
」
の
運
動
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
運
動
は
「
大
愛
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
や
れ
ば
い
い
」
は
単

な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
も
な
け
れ
ば
理
念
で
も
な
く
、
一
種
の
宗
教
的
実
践
（
慈
悲
行
）
の
現
実
世
界
で
の
現
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。「
大
愛
」
は
他
者
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
し
、
自
己
を
捧
げ
る
宗
教
的
実
践
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
は
、「
最
大
の
戒
命
」
が
二
つ
あ
る
。
第
一
の
戒
命
は
神
を
愛
す
る
こ
と
、
第
二
の
戒
命
は
隣
人
を
愛

す
る
こ
と
で
あ
る
（
マ
タ
イ
の
福
音
書
第
二
十
二
章
三
十
四
〜
四
十
節
）。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
両
者
に
は
前
後
の
順
序
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
も
ま
た
前
者
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
種
の
矛
盾
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。
彼
は
、

両
者
を
統
合
で
き
る
の
は
た
だ
神
の
愛
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
（
Ｔ
９
、『
実
存
と
愛
と
実
践
』、
三
二
八
頁
を
参
照
）。

田
辺
は
仏
教
の
空
や
無
の
思
想
を
基
礎
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
空
化
（
ケ
ノ
シ
ス
化
）
し
よ
う
と
し
、
神
が
人
間
同
士

の
愛
を
媒
介
と
し
て
自
ら
を
有
化
し
（
無
か
ら
有
に
転
じ
て
）、
人
間
の
罪
を
赦
し
愛
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
。
人
間
は
神

の
恩
寵
に
恩
返
し
し
よ
う
と
し
て
神
を
愛
し
、
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
神
と
と
も
に
未
だ
救
わ
れ
て
い
な
い
人
を
救
う
。
こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
隣
人
愛
で
あ
る
。
田
辺
は
そ
う
し
た
神
の
愛
、
神
へ
の
愛
、
隣
人
愛
を
三
一
的
な
同
時
存
在
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る

（
Ｔ
10
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』、
三
六
〇
〜
三
六
一
頁
を
参
照
）。
彼
が
描
い
た
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
三
位
一
体
の

愛
は
、
実
に
東
洋
仏
教
の
菩
薩
道
で
い
う
慈
悲
行
、
あ
る
い
は
慈
済
の
「
大
愛
」
に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

も
し
田
辺
の
「
愛
の
三
一
的
」
構
造
か
ら
慈
済
の
「
大
愛
」
の
構
造
を
見
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

仏
は
本
来
、
慈
悲
を
本
懐
と
し
、
衆
生
同
士
の
愛
を
媒
介
と
し
て
、
自
ら
を
現
す
こ
と
で
衆
生
を
救
済
す
る
（
す
な
わ
ち
苦
し
み

を
取
り
去
り
、
楽
し
み
を
与
え
る
）。
証
厳
法
師
は
衆
生
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
か
ね
て
、
仏
に
恩
返
し
す
る
た
め
に
仏
の
無

量
な
る
慈
悲
を
請
け
負
っ
て
無
数
の
仏
や
菩
薩
と
と
も
に
菩
薩
道
を
行
い
、
世
間
に
お
い
て
未
だ
救
わ
れ
て
い
な
い
衆
生
を
導
き
、

彼
ら
を
教
化
し
て
菩
薩
道
を
行
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
師
の
こ
う
し
た
絶
え
ず
他
者
を
救
済
す
る
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に

す
る
「
大
愛
」
は
、
ま
さ
に
無
数
の
過
去
の
仏
と
未
来
の
仏
の
「
大
愛
」
と
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
三
世
の
仏
の

「
愛
の
三
一
的
」
結
合
は
必
然
的
に
「
大
非
」
と
い
う
自
己
犠
牲
の
行
為
と
表
裏
の
関
係
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

換
言
す
れ
ば
、
愛
と
自
己
犠
牲
は
同
時
相
即
の
宗
教
的
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
三
世
の
仏
が
絶
え
ず
「
自
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己
犠
牲
即
自
他
成
就
」
と
い
う
交
互
の
運
動
を
行
う
こ
と
は
、
一
種
の
無
限
な
る
「
大
非
即
大
愛
、
大
愛
即
大
非
」
の
転
換
運
動

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運
動
は
も
と
よ
り
た
だ
一
つ
の
法
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
だ
一
つ
の
法
と
は
、
形
を
持
た
な

い
も
の
、
つ
ま
り
無
相
で
あ
る
。
世
間
の
一
切
物
は
た
だ
三
世
の
諸
々
の
仏
の
「
大
非
即
大
愛
、
大
愛
即
大
非
」
の
宗
教
的
実
践

に
お
い
て
の
み
現
れ
う
る
の
で
あ
り
、
実
相
が
な
い
の
で
あ
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
慈
済
の
「
大
愛
」
精
神
の
現
れ
は
、「
自
己

犠
牲
即
愛
」
の
宗
教
的
実
践
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

慈
済
の
「
大
愛
」
精
神
が
そ
の
各
事
業
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
と
き
、
も
っ
と
も
顕
著
な
形
で
そ
の
死
生
観
を
現
し
て
い
る
の

は
、
献
体
事
業
で
あ
る
。
こ
の
事
業
が
成
立
し
た
背
景
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
台
湾
に
お
い
て
、
人
々
は
孝
道
を
重
ん
じ
て

お
り
、
身
体
か
ら
髪
や
皮
膚
に
至
る
ま
で
父
母
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
傷
付
け
た
り
、
き
ち
ん
と
手

入
れ
を
し
て
い
な
い
で
い
る
と
、
大
不
孝
に
な
る
。
ま
た
、
人
が
死
ん
で
も
全
う
し
た
遺
体
を
保
留
し
て
、
そ
れ
を
火
葬
す
る
の

が
慣
わ
し
で
あ
る
。
こ
う
し
た
儒
教
的
思
惟
の
影
響
の
た
め
、
台
湾
人
（
特
に
漢
民
族
）
は
献
体
に
対
し
て
あ
ま
り
積
極
的
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
献
体
不
足
は
台
湾
の
医
療
関
係
の
団
体
で
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
慈
済
医
学
院
も
成
立
後
、
ま

た
同
じ
よ
う
な
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
献
体
の
出
所
は
ほ
と
ん
ど
死
刑
囚
や
無
縁
仏
の
遺
体
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

法
師
は
「
わ
れ
わ
れ
に
は
人
生
の
使
用
権
が
あ
る
の
み
。
所
有
権
な
し
」
と
呼
び
か
け
て
、
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
さ

ら
に
、『
無
量
義
経
』
の
「
徳
行
品
」
か
ら
「
能
捨
一
切
諸
難
捨
、
財
寶
妻
子
及
國
城
、
於
法
内
外
無
所
悋
、
頭
目
隨
腦
悉
施
人

（
諸
々
の
捨
て
難
い
も
の
、
た
と
え
ば
財
産
、
妻
子
、
国
を
捨
て
、
法
の
内
外
を
問
わ
ず
、
惜
し
い
も
の
は
一
切
な
く
、
自
ら
の

頭
、
目
、
脳
な
ど
、
つ
ま
り
身
体
を
悉
く
他
人
に
施
す
）」（『
無
量
義
経
』、
一
七
三
頁
）
を
引
用
し
て
、
献
体
を
寄
付
し
た
家
族

に
礼
を
述
べ
、
そ
の
無
私
な
る
行
為
を
讃
え
た
の
で
あ
る
。

慈
済
が
献
体
を
扱
う
過
程
は
お
お
よ
そ
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
献
体
を
検
査
し
て
か
ら
四
年
間
保
存

し
、
そ
の
後
解
剖
や
医
療
な
ど
に
使
う
。
解
剖
実
習
の
場
合
、
受
講
生
は
必
ず
事
前
に
親
族
と
の
親
交
の
場
を
持
ち
、「
献
体
先
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生
」
の
生
涯
を
思
い
偲
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
正
式
に
解
剖
す
る
前
に
、
荘
厳
な
儀
式
を
行
う
。
解
剖
に
入
る
と
、
敬
虔
な
態
度

で
遺
体
を
取
り
扱
い
、
す
べ
て
の
作
業
が
終
わ
っ
た
後
で
、
再
び
解
剖
し
た
部
分
を
元
の
状
態
に
戻
す
。
最
後
に
、
納
棺
し
て
告

別
式
を
行
い
、
献
体
を
荼
毘
に
付
し
て
か
ら
遺
骨
を
慈
済
の
「
大
捨
堂
」
に
納
め
て
供
養
す
る
。
尼
僧
は
毎
日
「
大
捨
堂
」
に
来

て
読
経
し
、
そ
の
魂
の
安
ら
ぎ
を
祈
る
。

こ
の
過
程
は
ご
く
普
通
の
作
業
に
見
え
る
が
、
実
際
は
大
愛
精
神
を
た
し
か
に
実
現
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に

あ
る
種
の
死
生
観
を
も
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
慈
済
は
献
体
を
「
無
言
良
師
」
と
称
し
て
い
る
。「
良
師
」
は
具
体
的
な
身
体

と
無
形
な
る
大
愛
精
神
を
も
っ
て
、
解
剖
に
携
わ
る
教
師
、
学
生
、
関
係
者
に
菩
薩
道
を
行
う
よ
う
指
導
し
教
化
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
教
師
や
学
生
、
あ
る
い
は
関
係
者
と
の
間
に
行
わ
れ
る
霊
的
な
交
流
に
よ
っ
て
出
現
し
た
「
死
生
無

間
」
の
状
況
や
、
死
と
生
が
「
自
己
を
犠
牲
に
し
て
他
者
を
成
就
さ
せ
る
」
と
い
う
実
践
を
通
じ
て
互
い
に
触
れ
合
う
境
地
を
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
他
者
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
し
、
自
己
を
棄
却
し
て
無
に
す
る
行
動
こ

そ
、
自
己
の
考
え
方
や
立
場
、
あ
る
い
は
自
己
の
身
体
に
執
着
し
な
い
こ
と
の
、
具
体
的
な
表
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
菩
薩
精
神

の
実
現
は
、
献
体
の
行
動
や
教
師
や
学
生
と
の
間
の
霊
的
な
触
れ
合
い
と
、
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
実
践
に
お
け
る
死
生
観
も
ま
た
、
田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
に
現
れ
て
い
る
死
生
観
、
人
生
観
あ
る
い
は
価
値
観
に
相
通
ず
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
慈
済
と
田
辺
の
死
生
観
は
い
ず
れ
も
社
会
的
実
践
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
の
、
両
者
に
は
決
定
的
な

違
い
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
現
実
世
界
で
の
奉
仕
を
出
発
点
と
し
、「
実
践
即
死
生
観
」
の
意
味
合
い
を
強
く

出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
論
理
的
に
宗
教
の
人
間
社
会
で
の
奉
仕
を
主
張
し
て
い
る
ほ
か
、
哲
学
の
実
践
を
も
強

調
し
て
い
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
慈
済
が
表
し
て
い
る
「
実
践
に
お
け
る
死
生
」
に
対
し
て
、
田
辺
が
言
う
の
は
、「
実
践
知
に

お
け
る
死
生
」
で
あ
る
。
前
者
は
現
場
で
の
実
践
を
重
ん
じ
て
い
る
が
、
後
者
は
実
践
と
実
践
論
理
と
の
間
に
あ
る
問
題
を
正
視
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し
て
い
る
。

三
．
実
践
知
と
実
践
と
の
間
に
お
け
る
死
生

田
辺
は
そ
の
晩
年
に
お
い
て
宗
教
の
社
会
的
実
践
を
強
調
し
、
宗
教
の
た
め
に
実
践
の
論
理
を
提
供
し
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
死
の
哲
学
」
で
あ
る
。「
死
の
哲
学
」
は
、
田
辺
が
東
洋
と
西
洋
の
宗
教
と
哲
学
を
弁
証
し
た
結
果
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
こ

で
は
、「
死
の
哲
学
」
が
未
来
に
お
け
る
哲
学
の
発
展
形
態
と
し
て
は
た
し
て
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

そ
れ
が
標
榜
し
て
い
る
「
倫
理
、
宗
教
、
哲
学
」
の
三
一
的
関
係
は
、
宗
教
的
実
践
に
対
す
る
知
的
な
反
省
や
批
判
を
意
味
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
宗
教
と
哲
学
の
実
践
性
を
も
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
あ
る
意
味
で
は
、
慈

済
の
実
践
の
欠
点
を
補
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
慈
済
の
実
践
に
欠
け
て
い
る
の
は
ま
さ
に
実
践
に
対
す
る
知
的
な
反
省
や
批
判

だ
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
の
言
い
方
を
借
り
て
言
え
ば
、
慈
済
の
実
践
に
は
「
行
死
」（
徹
底
し
た
自
己
否
定
）
の
知
的
な
論
述
が

欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
田
辺
は
晩
年
、
自
ら
の
哲
学
を
愚
者
凡
夫
の
哲
学
と
称
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堅
苦
し
く
て
読
み
づ
ら
い

哲
学
の
著
作
を
著
し
、
知
識
人
や
哲
学
が
わ
か
ら
な
い
一
般
人
を
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
哲
学
と
実
践
性
は
、

い
か
に
し
て
誰
も
が
そ
れ
を
理
解
し
実
現
す
る
と
い
う
普
遍
的
な
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
で
、

易
行
道
を
標
榜
す
る
田
辺
の
他
力
哲
学
は
か
え
っ
て
、
哲
学
の
知
的
、
批
判
的
な
、
な
い
し
反
省
の
働
き
の
た
め
に
、
難
行
道
の

自
力
哲
学
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
田
辺
の
い
う
実
践
は
は
た
し
て
普
遍
化
さ
れ
う
る
の
か
。
こ
の

問
題
は
、
そ
う
し
た
実
践
知
に
お
け
る
死
生
観
、
人
生
観
、
価
値
観
が
、
あ
ま
り
に
も
現
実
的
で
は
な
い
印
象
を
与
え
る
も
の
で
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あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
田
辺
が
自
ら
の
哲
学
を
「
観
念
実
在
論
」（
Ｔ
13
、「
生
の
存
在

学
か
死
の
弁
証
法
か
」、
五
四
一
〜
五
四
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）
と
定
義
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

翻
っ
て
、
慈
済
が
証
厳
法
師
の
指
導
の
も
と
で
、「
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
も
っ
て
、「
他
者
を
成
就
す
る
た
め

に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
」
と
い
う
菩
薩
道
の
精
神
を
実
現
す
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
易
行
道
は
十
分
な
実
践
力
を
持
っ

て
お
り
、
す
ぐ
さ
ま
現
実
世
界
に
成
果
や
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
こ
に
は
観
念
論
の
苦
し
み
が
存
在
し
て
お
ら

ず
、
あ
る
の
は
現
世
利
益
が
も
た
ら
す
快
楽
の
み
で
あ
る
。
一
方
の
「
死
の
哲
学
」
は
、
そ
の
哲
学
の
抽
象
性
の
た
め
に
、
一
般

人
や
無
学
の
人
々
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
知
的
な
反
省
や
批
判
を
通
じ
て
自
ら
を
存
続
さ
せ

る
「
死
の
哲
学
」
は
、
再
び
自
ら
を
、
推
進
さ
れ
え
な
い
矛
盾
の
渦
中
に
陥
ら
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
慈

済
の
死
生
観
、
人
生
観
、
価
値
観
が
、
そ
れ
自
身
の
社
会
的
実
践
に
従
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
ろ

ん
、
こ
れ
ら
は
慈
済
の
発
展
と
と
も
に
伸
展
し
、
よ
り
普
遍
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
慈
済
の
よ
う
な
知
的
な
反
省
や
批
判
を
欠
い
て
い
る
社
会
的
実
践
は
、
は
た
し
て
至
る
所
で
普
遍
的
に
通
用

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
慈
済
の
現
在
に
お
け
る
台
湾
内
外
の
活
動
ぶ
り
を
見
れ
ば
、
そ
の
社
会
的
実
践
が
至
る
所
で
通
用
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
は
他
人
を
助
け
る
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
他
人
を
助
け
る
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
楽
し
い
と
い
う
絶
対
至
上
の
理
念
は
、
そ

の
社
会
的
実
践
に
お
い
て
、
未
曾
有
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

慈
済
が
そ
の
自
然
災
害
の
支
援
事
業
に
お
い
て
直
面
し
た
最
大
の
困
難
は
、
異
文
化
（
種
族
、
宗
教
、
政
治
理
念
な
ど
の
違

い
）
に
お
け
る
人
生
観
、行
動
観
、価
値
観
あ
る
い
は
世
界
観
の
衝
突
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、近
年
の
台
湾
八
八
水
害
（
二
〇
〇
九

年
八
月
、
台
風
第
八
号
モ
ー
ラ
コ
ッ
ト
の
災
害
）
を
例
に
取
り
上
げ
よ
う
。
被
災
地
域
は
南
台
湾
に
集
中
し
て
お
り
、
特
に
山
や

川
原
に
住
ん
で
い
る
原
住
民
（
ポ
リ
ネ
シ
ア
系
の
民
族
）
の
被
災
状
況
は
、
も
っ
と
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
台
湾
政
府
は
一
刻
も
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早
く
人
心
を
慰
め
る
た
め
に
、
慈
済
に
永
久
の
家
屋
（「
大
愛
屋
」）
の
建
設
を
委
託
し
た
の
で
あ
る
。
慈
済
は
大
愛
の
精
神
を
貫

い
て
、
被
災
者
の
た
め
に
家
を
建
設
し
（
世
間
で
い
う
「
大
愛
村
」）、
心
身
と
も
に
困
憊
し
て
い
る
被
災
者
を
慰
め
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
他
人
を
助
け
る
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
の
が
楽
し
い
と
い
う
絶
対
至
上
の
理
念
は
か
え
っ
て
、
被
災
者
の
生
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
の
間
に
大
き
な
齟
齬
を
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
漢
民
族
と
原
住
民
と
の
間
に
あ
る
人
生
観
、
価
値
観

あ
る
い
は
世
界
観
の
相
違
が
顕
著
に
現
れ
た
。
た
と
え
ば
、
美
意
識
（
建
築
の
様
式
、
村
落
の
デ
ザ
イ
ン
、
色
彩
）、
生
活
習
慣
、

自
然
観
、
世
界
観
、
信
仰
な
ど
で
あ
る
。
外
来
の
団
体
は
原
住
民
に
善
行
を
施
し
美
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し

も
彼
ら
の
生
を
維
持
す
る
唯
一
の
価
値
と
は
限
ら
な
い
。
も
し
我
意
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
受
け
る
側
の
原
住
民
は
逆

に
そ
の
生
命
力
を
失
い
か
ね
な
い
。
こ
の
こ
と
は
善
行
を
行
う
団
体
に
も
挫
折
を
も
た
ら
し
、
不
安
定
な
状
態
に
追
い
込
み
か
ね

な
い
。

慈
済
の
社
会
的
実
践
は
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
改
め
て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
を

助
け
た
り
、
手
伝
っ
た
り
す
る
と
い
う
善
行
が
な
ぜ
拒
否
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
り
不
満
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
事
例
を
契
機
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
抽
象
的
で
知
的
な
反
省
や
批
判
の
角
度
か
ら
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
普
遍
性
と
は
何
か
。
宗
教
の
社
会
的
実
践
は
も
っ
と
も
普
遍
的
で
あ
り
う
る
の
か
。
多
元
文
化
に

お
け
る
宗
教
的
実
践
は
い
か
な
る
形
で
現
れ
る
べ
き
か
。
宗
教
に
は
内
外
か
ら
の
反
対
意
見
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
宗
教
的
実
践

は
自
己
批
判
を
行
わ
ず
に
自
ら
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
れ
ら
の
反
省
点
を
実
際
の

状
況
に
一
々
合
わ
せ
て
論
述
す
る
余
裕
が
な
い
。

田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
の
場
合
、
た
と
え
彼
が
宗
教
、
哲
学
、
倫
理
（
実
際
の
行
動
）
を
語
る
に
し
て
も
、
徹
底
し
た
自
己
否

定
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
た
だ
自
己
否
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
ら
を
存
続
さ
せ
う
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
言

い
方
は
、
一
般
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
承
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
田
辺
は
終
始
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
た
だ
行
死
（
徹
底
し
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た
自
我
否
定
）
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
精
神
的
な
生
命
と
物
理
的
な
生
命
の
転
換
を
実
現
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
哲
学
が

表
す
現
実
的
、
あ
る
い
は
非
現
実
的
な
成
果
や
利
益
は
し
ば
ら
く
措
い
て
お
く
が
、
そ
の
矛
盾
す
る
よ
う
な
言
い
方
は
奇
妙
で
あ

ろ
う
と
も
、
田
辺
の
い
う
絶
対
否
定
媒
介
の
論
理
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
一
切
の
も
の
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
自
我

否
定
即
肯
定
の
転
換
運
動
を
行
わ
せ
る
論
理
）、
逆
に
矛
盾
な
き
言
い
方
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
絶
対

他
力
の
恩
寵
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
宗
教
信
仰
を
持
た
ず
、
哲
学
の
知
識
を
知
ら
な
い
場
合
、
は
た
し

て
い
か
に
し
て
「
死
の
哲
学
」
を
活
用
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
や
事
物
、
あ
る
い
は
自
己
の
生
命
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
哲
学
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
実
践
知
に
お
け
る
人
生
観
や
死
生
観
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
て
、
わ
れ
わ
れ
は
実
践
知
と
実
践
に
お
け
る
死
生
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
慈
済
の
社

会
的
実
践
か
ら
生
を
見
る
な
ら
ば
、
人
の
為
に
己
を
捨
て
る
と
い
う
そ
の
「
大
愛
」
の
精
神
が
も
た
ら
す
、「
死
生
無
間
」
の
霊

的
な
触
れ
合
い
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
客
観
的
、
知
的
な
反
省
や
自
己
批
判
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
生

命
あ
る
い
は
自
ら
の
組
織
や
団
体
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
実
践
に
お
け
る
死
生
観
は
、
固
定
観
念
と
も
い
え
る
よ
う
な
死
生
観
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
こ

う
し
た
固
定
し
た
死
生
観
は
、
は
た
し
て
世
間
に
望
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
で
は
、「
死
の
哲
学
」
は
実
践
知
と
実
践
に
お
け
る
死
生
観
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
哲
学
的
反
省
的
な
性
格
が
、
現
実

世
界
に
お
け
る
社
会
的
実
践
よ
り
勝
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
慈
済
の
易
行
道
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
実
践
論
理
に
お
け
る
死
生
観
と

い
う
色
あ
い
が
濃
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
実
践
知
に
お
け
る
死
生
観
は
論
理
上
、
あ
る
い
は
理
念
上
、

自
己
批
判
の
度
合
い
が
強
く
、
そ
こ
に
伏
在
し
て
い
る
死
生
観
や
行
動
観
の
た
め
に
、
そ
の
「
完
全
性
」
を
排
除
し
て
い
る
。
田

辺
の
死
生
観
や
行
動
観
は
観
念
の
上
で
、「
完
全
即
未
完
全
」
の
循
環
態
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
死
生
観
や
行

動
観
に
不
確
定
性
や
不
完
全
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
自
体
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
自
己
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否
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
ら
を
存
続
さ
せ
う
る
と
い
う
、
矛
盾
す
る
論
理
は
前
述
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
抽
象
的
な
段
階

に
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、「
死
の
哲
学
」
を
現
実
世
界
に
お
い
て
実
現
す
る
に
は
、
知
的
な
側
面
を
棄
却
し
て
、
直
ち
に

「
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
現
実
的
な
行
動
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
の
論
述
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
展
望
が
得
ら
れ
よ
う
。
田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
と
慈
済
の
社
会
的
実
践
と
の
間

の
弁
証
法
的
な
関
係
は
、
死
生
観
に
関
す
る
議
論
を
さ
ら
に
広
め
て
く
れ
て
い
る
。
死
生
観
は
決
し
て
何
か
の
地
域
や
種
族
、
文

化
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
論
理
と
現
実
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
実
践
知
と
実
践
の
間
を
往
来
し
て

い
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
実
践
知
や
実
践
論
理
を
顧
み
ず
に
、「
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
実
際
に
社
会
の
た
め
に

無
私
な
る
行
動
を
採
っ
た
ら
、
確
か
に
現
実
世
界
に
実
質
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
も
っ
と
も
適

切
で
普
遍
的
な
行
動
と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
多
元
文
化
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
衝
突
や
対
立
に
直
面
し
た
な
ら

ば
、
さ
ら
な
る
抽
象
的
な
段
階
に
立
っ
て
、
い
か
な
る
言
論
や
行
動
が
最
適
で
あ
る
の
か
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
死

の
哲
学
」
は
わ
れ
わ
れ
に
、
こ
の
う
え
な
く
完
全
で
、
人
を
安
心
さ
せ
る
よ
う
な
言
説
や
行
動
が
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

つ
ま
り
、
た
だ
絶
え
ず
己
を
死
の
深
淵
に
擲
っ
て
（
自
己
を
否
定
し
て
）
は
じ
め
て
、
一
縷
の
希
望
が
現
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
田
辺
的
な
行
動
観
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
論
理
が
先
ん
ず
る
死
生
観
、
価
値
観
あ
る
い
は
世
界
観
で
あ
る
。

試
み
に
わ
れ
わ
れ
自
身
に
問
う
て
み
よ
う
。
現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
空
虚
で
つ
か
め
な

い
死
生
観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
は
、
意
図
的
に
上
述
の
よ
う
な
矛
盾
の
循
環
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
で
、
実
践
知
と
実
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践
と
の
間
に
あ
る
苦
し
み
が
あ
ま
り
に
も
溢
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
論
述
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、「
死
の
哲
学
」
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
た
だ
実
践
知
と
実
践
の
間
を
往
来
し
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
を

照
ら
す
一
縷
の
光
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
論
述
を
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
が
い
か
な
る
死
生
観

を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
直
せ
ば
、
人
災
が
な
ぜ
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
わ
れ
わ
れ

の
主
要
な
関
心
点
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
日
本
人
が
自
然
、
文
明
、
科

学
技
術
な
ど
を
取
り
扱
う
と
き
に
、
い
か
な
る
態
度
を
採
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
日
本
人
が
常
に
慈
済
の
大
愛
精

神
を
実
践
し
て
、
勇
猛
な
る
心
を
も
っ
て
現
実
に
お
い
て
他
人
の
た
め
に
奉
仕
し
な
が
ら
、
客
観
的
知
的
な
反
省
や
自
己
批
判
の

精
神
に
よ
っ
て
絶
え
ず
自
ら
を
戒
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
自
然
、
文
明
、
科
学
技
術
な
ど
に
よ
る
脅
威
も
、
そ
れ
ほ
ど
に
大
き

な
も
の
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
復
活
（
精
神
上
の
克
己
再
生
）
に
よ
る
死
生
観
は
、
必
ず
や
日
本
を
、
否
、

人
類
を
明
る
い
未
来
に
導
い
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

﹇
註
記
﹈
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摩
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漢
字
と
旧
仮
名
遣
い

は
新
字
に
改
め
た
。
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