
家
を
建
て
、
そ
の
家
に
住
む
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
生
活
（
文
字
通
り
の
、
暮﹅
ら﹅
し﹅
）
の
中

の
、
実
に
自
然
な
、
実
に
当
然
の
原
点
に
即
し
て
、
い
っ
た
い
私
た
ち
に
と
っ
て
「
教
養
」

と
は
何
か
と
、
問
い
掛
け
る
姿
勢
の
確
立
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
と
も
と
私

た
ち
が
自
分
自
身
の
土
地
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
場
所
を
耕
し
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
家

を
建
て
、
そ
の
よ
う
な
家
に
暮
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
私
た
ち
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
の

元
凶
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
自
戒
を
籠
め
て
、
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
。

従
来
、
動
（
や
や
）
も
す
れ
ば
「
教
養
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
何
か
抽
象
的
な
、
良
く

も
悪
く
も
青
年
期
や
、
い
わ
ゆ
る
思﹅
春﹅
期﹅
に
特
有
の
、
過
度
の
精
神
的
な
思
い
込
み
（「
頭
で

っ
か
ち
」）
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
私
た
ち
が
、
こ
の
語
を
何
処
ま
で
、
私
た
ち
の
生
活
の
現

場
に
引
き
戻
し
、
言
っ
て
み
れ
ば
日
常
生
活
の
、
ま
さ
し
く
日
常
茶
飯
の
行
為
と
し
て
受
け

止
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

そ
れ
が
多
分
、
今
後
の
「
教
養
」
の
語
の
将
来
を
決

定
す
る
、
危
機
的
（critica

l

）
な
分
岐
点
（crisis

）
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
最
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
、
そ
の
背
中
を
追
い
続
け
た
ボ
ル
ノ
ウ

の
言
葉
（「
人
は
、
改
め
て
住
む
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）
を
引
い
て
、
本
稿
の

幕
引
き
と
し
た
い
。
（
※
）

（
※
）
こ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
五
一
年
の
講
演
（『
建
て
る
、
住
む
、
考
え
る
』）

の
中
で
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
の
原
題
はB

a
u
en
,
W
o
h
n
en
,
D
en
k
en

で
あ
り
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
の
言
い
回
し
は
「
人
、
す
な
わ
ち
死
す
べ
き
者
（d

ie S
terb

lich
en

）
は
、
住
む
こ
と
の

本
質
を
、
い
つ
も
最
初
に
、
繰
り
返
し
探
し
求
め
、
住﹅
む﹅
こ﹅
と﹅
を﹅
こ﹅
そ﹅
、
ま﹅
ず﹅
学﹅
ば﹅
ね﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
な﹅

い﹅
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
ボ
ル
ノ
ウ
は
、
例
え
ば
主
著
の
『
人
間
と
空
間
』（
一
九
六
三
年
）
に
お
い

て
、
あ
る
い
は
一
九
七
六
年
の
日
本
講
演
（『
問
い
へ
の
教
育
』）
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
引
用
し

て
い
る
。

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
62
集
（
二
〇
一
二
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一
線
を
画
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
強
い
て
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
、
も
う

一
方
の
「
教
養
」
の
淵
源
に
立
ち
返
り
、
そ
の
淵
源
と
現
在
の
私
た
ち
と
の
結
び
付
き
の
如

何
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
当
面
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
英
語
の

cu
ltu
re

と
並
ん
で
、
こ
の
百
年
の
間
の
私
た
ち
が
、
ま
さ
し
く
「
教
養
」
の
背﹅
骨﹅
（
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
）
と
し
て
理
解
し
、
と
り
わ
け
重
要
視
を
し
て
き
た
、
ド
イ
ツ
語
のB

ild
u
n
g

と
、

そ
の
動
詞
形
のb

ild
en

に
つ
い
て
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
私
た
ち
の
国
で
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
（B

ild
u
n
g

）
を
使
用
し
た
、
最
も
馴
染
み
の
あ
る
表
現
は
、
例

え
ば
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
教
養

小
説
（B

ild
u
n
g
sro

m
a
n

）」
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
教
養
小
説
」
が
日
本
語
に
翻
訳

さ
れ
、
最
初
の
熱
心
な
読
者
を
獲
得
す
る
に
至
る
の
は
、
例
え
ば
森
田
草
平
や
小
宮
豊
隆
を
始
め

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
漱﹅
石﹅
山﹅
脈﹅
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
国

に
お
け
る
「
教
養
」
の
誕
生
の
一
母
胎
に
、
夏
目
漱
石
を
位
置
付
け
る
こ
と
も
無
謀
で
は
な
い
。

何
し
ろ
、
私
た
ち
の
国
で
「
教
養
」
と
い
う
語
が
独
り
立
ち
を
し
、
独
り
歩
き
を
始
め
る
際
の
、

そ
の
介
添
役
を
果
た
し
た
の
も
、
他
な
ら
ぬ
和
辻
哲
郎
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
前
掲
の
筒
井
清
忠
の
著
書
を
参
照
。

も
っ
と
も
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
（B
ild
u
n
g

）
自
体
は
、
元
来
、
そ
の
動
詞
形
（b

ild
en

）
か

ら
も
察
せ
ら
れ
る
通
り
、
あ
る
種
の
形
（B

ild

）
を
刻
み
出
し
、
文
字
通
り
に
形﹅
作﹅
る﹅
こ
と
を

指
し
示
す
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
象﹅
り﹅
（
す
な
わ
ち
、
形﹅
取﹅
り﹅
）
の
対
象
が
、
そ
も
そ
も
人
間

的
な
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
は
、
二
次
的
な
問
題
で
あ
る
、
と
言
え
ば
言
え
る
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
、B
ild
u
n
g

の
原
義
は
形﹅
成﹅
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
形﹅
成﹅
の
原
初
的
な
、
基
礎
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
探
し
求
め
る
と
な
る
と
、
そ

こ
に
は
英
語
のb

u
ild

や
、
あ
る
い
はb

u
ild
in
g

に
、
典
型
的
な
形
で
指
し
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
、
何
ら
か
の
建
造
物
や
建
築
物
の
イ
メ
ー
ジ
、
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
ビ﹅
ル﹅
デ﹅
ィ﹅
ン﹅

グ﹅
や
、
そ
の
略
語
の
ビ﹅
ル﹅
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

端
的
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
建
物
（
と
り
わ
け
、
家
）
を
建
て
る
、
と
い
う
行
為
と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
の
家

に
、
人
が
住
む
、
と
い
う
行
為
と
結
び
付
い
て
い
る
。
（
※
）

（
※
）
英
語
のb

u
ild

やb
u
ild
in
g

の
語
源
は
、
ど
う
や
ら
古
期
英
語
のb

y
ld
a
n

やb
o
ld

やb
o
tl

に

る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の

っ
た
先
に
は
、
い
わ
ゆ
る
共
通
ゲ
ル
マ
ン
語
の
推
定
形
（b

o
w
w
a
n

）

が
姿
を
現
わ
し
、
そ
こ
か
ら
別
の
経
路
で
、
さ
ら
に
枝
分
か
れ
を
し
た
の
が
ド
イ
ツ
語
のb

ild
en

やb
a
u
en

で
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
言
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
「
教
養
」
と
い
う
語
の
淵
源
と
し
て
、
と
り
わ
け

重
要
視
を
し
、
こ
れ
ま
で
拘
泥
を
繰
り
返
し
て
き
た
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
のB

ild
u
n
g

も
、
そ

の
起
源
に

れ
ば
、
も
と
も
と
形﹅
成﹅
と
い
う
所
作
に
よ
っ
て
人
が
家
を
建
て
る
、
そ
の
際
の

家
の
建
て
方
や
、
あ
る
い
は
道
具
の
一
つ
一
つ
、
工
程
の
一
つ
一
つ
を
、
内
装
（
イ
ン
テ
リ

ア
）
も
外
装
（
エ
ク
ス
テ
リ
ア
）
も
含
め
て
、
そ
の
具
体
的
で
、
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
す

る
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
的
で
、

原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
、
も
う
一
度
、
私
た
ち
は
改
め
て
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
（
※
）

（
※
）
ド
イ
ツ
語
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
人
が
家
を
建
て
る
、
と
言
う
際
の
建﹅
て﹅
る﹅
と
い
う
行
為
を
表

現
す
る
た
め
に
、
よ
り
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
の
はb

a
u
en

と
い
う
動
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
動
詞

を
名
詞
化
し
たB

a
u
er

が
、
一
方
で
は
建
て
る
人
（
す
な
わ
ち
、
大﹅
工﹅
）
を
、
も
う
一
方
で
は
農﹅

夫﹅
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
両
者
は
共
通
に
、
い
ず
れ

も
木
（B

a
u
m

）
と
結
び
付
い
た
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
。
こ
の
点
は
、
私
た
ち
が
「
教
養
」
と
い
う

語
と
関
わ
り
合
う
時
に
も
、
決
し
て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
跡
付
け
る
と
、
私
た
ち
が
詰
ま
る
所
、
私
た
ち
の
「
教
養
」
の
問
題
と

し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
土
地
を
耕
し
、
そ
の
土
地
に

教
養
の
哲
学
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そ
の
反
対
表
現
はco

m
fo
rta
b
le

で
あ
る
が
、
さ
ら
に

れ
ば
、
そ
こ
に
はco

m
fo
rt

と
い
う

動
詞
形
が
姿
を
現
わ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
動
詞
形
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
私
た

ち
が
何
か
と
、
あ
る
い
は
誰
か
と
、
共
に
（co

m

）
い
る
こ
と
で
手
に
入
れ
る
、
あ
る
種
の
力﹅

強﹅
さ﹅
（fo

rt
）
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
語
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
慰﹅
め﹅
や
励﹅
ま﹅
し﹅
や
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
そ
こ
に
産
み
出
さ
れ
る
安﹅
ら﹅
ぎ﹅
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
本
稿
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
「
教
養
」
や
、
元
来
、
そ
れ
と

同
義
語
で
あ
っ
た
「
教
育
」
は
、
こ
の
よ
う
な
慰﹅
め﹅
や
励﹅
ま﹅
し﹅
や
、
そ
こ
に
産
み
出
さ
れ
る

安﹅
ら﹅
ぎ﹅
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
お
り
、
一
口
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
好﹅
さ﹅

を
原
義
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
想
い
起
こ
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
語
が
結
果
的
に
、
お
互
い
の
頭
に
教﹅
の
字
を
冠
せ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

大
人
が
子
供
を
鞭
で
打
ち
、
文
字
通
り
に
鞭﹅
撻﹅
す
る
、
ま
っ
た
く
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴

わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
「
教
養
」
や
「
教
育
」
の
語
の
歴
史
に
お

い
て
、
何
よ
り
も
不
幸
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
振
り
返
り
た
い
。
（
※
）

（
※
）
白
川
静
の
『
常
用
字
解
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
と
、
教
と
い
う
漢
字
は
組
成
上
、

（
コ
ウ
）
と
子
（
シ
）
と

（
ボ
ク
）
か
ら
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
屋
根
に
千
木
の
置
か
れ
た

建
物
、
要
す
る
に
学
舎
（

）
で
、
長
老
た
ち
が
一
定
年
齢
に
達
し
た
貴
族
の
子
弟
（
子
）
を
集

め
、
手
に
持
っ
た
鞭
（

）
で
叱
咤
激
励
し
、
文
字
通
り
に
鞭
撻
す
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
『
字
統（
普
及
版
）』（
同
上
、
一
九
九
四
年
）
で
は
、
こ
と
さ
ら

「
秘
密
結
社
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
語
に
は
一
方
で
、
確
実
に
養﹅
や
育﹅
の
イ
メ
ー
ジ
が
兼
ね
備
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
「
教
養
」
や
「
教

育
」
と
は
養﹅
い﹅
で
あ
り
、
ま
た
育﹅
み﹅
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
忘
れ
ま
い
。
し
か
も
、
そ

れ
は
私
た
ち
（
す
な
わ
ち
、
人
間
）
に
独
自
の
、
特
有
の
行
為
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自﹅
然﹅
の

中
に
遍
く
行
き
渡
っ
た
、
本
性
的
で
普
遍
的
な
行
為
と
し
て
想
定
さ
れ
、
裏
を
返
せ
ば
、
要

請
さ
れ
て
い
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
理﹅
念﹅
は
、
私
た
ち
が
「
教
養
」
や
「
教
育
」

と
い
う
語
に
お
い
て
、
そ
の
漢
文
脈
と
和
文
脈
の
中
で
培
い
、
受
け
継
い
で
き
た
伝
統
で
あ

り
、
文
字
通
り
の
文﹅
化﹅
遺﹅
産﹅
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
一
方
の
「
教
養
」
の
養﹅
に
お
い
て
、
そ
こ
に
二
重
写
し
に
な
っ
て
い

る
の
は
羊﹅
で
あ
り
、
こ
の
羊
の
音
符
（
ヨ
ウ
）
を
用
い
て
、
そ
の
ま
ま
養
も
ヨ
ウ
と
読
ま
れ

る
。
ま
た
、
そ
れ
が
「
教
育
」
の
育﹅
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
羽
（
は
）
で
雛
を
包
（
く
く
）

む
、
母
鳥
の
姿
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
。
（
※
）
い
ず
れ
に
し
て
も
、
獣
で
あ
れ
鳥
で
あ

れ
、
そ
こ
に
は
文
字
通
り
の
養﹅
育﹅
の
関
係
が
成
り
立
ち
、
そ
の
養
育
の
関
係
を

り
、
そ
れ

を
人
間
に
ま
で
敷
衍
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
自
然
に
、
こ
の
「
教
養
」
や
「
教
育
」
と
い

う
語
は
私
た
ち
の
前
に
姿
を
現
わ
す
。

（
※
）
こ
れ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
は﹅
く﹅
く﹅
む﹅
（
ひ
い
て
は
、
は﹅
ぐ﹅
く﹅
む﹅
）
と
い
う
語
の
成
り
立
ち
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
例
え
ば
『
万
葉
集
』
に
は
秀
逸
な
、
お
そ
ら
く
『
万
葉
集
』
の
歌
群
の
中
で
も

選
り
抜
き
の
、
以
下
の
一
首
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
原
文
で
は
は﹅
ぐ﹅
く﹅
む﹅
は
羽﹅
﹅

と
表
記
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
の
妙﹅
で
あ
る
。

客
人
（
た
び
び
と
）
の

宿
（
や
ど
）
り
せ
む
野
に

霜
降
ら
ば

吾
（
あ
）
が
子
は
ぐ
く
め

天

（
あ
め
）
の
鶴
群
（
た
づ
む
ら
）

現
在
、
私
た
ち
が
「
教
養
」
や
「
教
育
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
意
識
し
、
自
覚
し
て
い
る

問
題
の
多
く
は
、
お
そ
ら
く
今
で
も
、
こ
の
よ
う
な
理
念
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
現﹅
実﹅
へ

の
適
応
の
可
否
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
「
教

養
」
や
「
教
育
」
が
抱
え
込
ん
で
い
る
、
そ
の
最
大
の
関
心
事
と
は
、
こ
の
二
つ
の
語
が
「
長

老
た
ち
の
教
権
」
の
象
徴
（
シ
ン
ボ
ル
）
で
あ
る
「
鞭
」
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
（
白
川
静

『
字
統
』）
、
私
た
ち
の
他﹅
律﹅
的﹅
で
、
強
制
的
な
行
為
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
は

何
ら
か
の
自﹅
律﹅
的﹅
な
契
機
が
認
め
ら
れ
、
私
た
ち
の
自
由
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る

の
か
、
と
い
う
選
択
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
従
来
の
、
伝
統
的
で
歴
史
的
な
問
い
掛
け
と
、

和
歌
山
大
学
教
育
学
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い
て
、
こ
の
学
問
が
特
殊
な
、
固
有
の
性
格
（
す
な
わ
ち
、
古
代
の
ロ
ー
マ
人
の
「
生
」
に

特
有
の
性
格
）
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
（
※
）

（
※
）
無
論
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
（scien

tia

）
が
古
代
か
ら
中
世
へ
と
、
そ
し
て
近
代
へ
と
引
き
継
が
れ
る

中
で
、
よ
う
や
く
現
在
の
「
科
学
」（
す
な
わ
ち
、
学﹅
科﹅
や
分﹅
科﹅
の
学
問
と
し
て
の
個﹅
別﹅
科﹅
学﹅
）
は

誕
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
今
、
日
本
語
で
「
科
学
」
や
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
呼
ん
で

い
る
学
問
は
、
は
な
は
だ
新
し
い
、
近
代
以
前
に
は

り
え
な
い
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
、
近
代
的
な
学
問
（
い
わ
ゆ
る
「
新
科
学
」）
が
、
結

果
的
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
語
で
呼
び
習
わ
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
決
し
て
偶

然
で
は
あ
る
ま
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
知
」
と
は
別
の
、
そ
れ
と
は
異

な
っ
た
、
き
わ
め
て
ラ
テ
ン
語
の
「
知
」
に
独
自
の
内
容
と
、
そ
の
方
法
（
例
え
ば
、
観
察
や
実

験
）
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
な
お
、
こ
の
「
科
学
」
と
い

う
語
自
体
は
、
も
と
も
と
漢
語
を
起
源
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
「
科
挙
之
学
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
明
治
時
代
以
降
、
私
た
ち
の
国
でscien

ce

の
訳
語
と
な
り
、
さ
ら
に
現
在
、
中
国
語
に
も

採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
順
序
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
例
え
ば
宗
教
（relig

io
n

）
や
芸
術
（a

rt

）
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の

指
摘
が
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
そ
れ
は
「
文
化
」
や
「
教
養
」
に
こ
そ

当
て
嵌
ま
る
べ
き
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
も
そ
も
「
文
化
」
や
「
教
養
」
は
古
代
の
ロ

ー
マ
人
の
「
生
」
の
営
み
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
が

っ

て
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
生
」
の
営
み
に
ま
で

り
着
き
う
る
保
証
は
乏
し
く
、
ま
し

て
や
、
そ
れ
が
私
た
ち
（
要
す
る
に
、
日
本
人
）
の
「
生
」
の
営
み
に
ま
で

り
着
き
う
る

可
能
性
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
も
っ
と
私

た
ち
が
真
摯
に
受
け
止
め
る
べ
き
疑
問
の
は
ず
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
例
え
ば
日
本
語
で
、
こ
れ
ま
で
農﹅
業﹅
文﹅
化﹅
や
農﹅
業﹅
教﹅
養﹅
と
い
う
語
が
、
ど
れ
ほ
ど
成
り
立
ち
難
い

語
で
あ
っ
た
の
か
を
振
り
返
る
だ
け
で
も
、
こ
の
起
源
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ

も
そ
も
日
本
語
（
と
言
う
よ
り
も
、
和
語
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
文
化
」
や
「
教
養
」
が
み﹅
や﹅
こ﹅

（
京
・
都
）
を
離
れ
、
そ
の
み﹅
や﹅
び﹅
（
雅
）
な
状
態
か
ら
逸
脱
し
た
経
験
は
、
ほ
ぼ
皆
無
に
等
し

い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
か
つ
て
私
た
ち
の
国
で
は
歴
史
的
に
、
古
代
で
あ
れ
、
中
世

で
あ
れ
、
近
世
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
化
」
や
「
教
養
」
に
は
宮
廷
風
の
、
都
会
風
の
刻
印

が
押
し
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
と
、
は
た
し
て
近
代
以
降
の
「
文
化
」
や
「
教
養
」

は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
、
ど
う
か
。
こ
の
点
に
、
お
そ
ら
く
「
文
化
」
や
「
教

養
」
が
含
み
持
つ
、
私
た
ち
の
国
の
死
活
問
題
が
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
例
え
ば
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
生
」
の
営
み
に
由
来
す
る
「
哲

学
」
も
、
そ
れ
ほ
ど
安
易
に
「
文
化
」
や
「
教
養
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
う
る
の
か
、
ど
う
か
。

こ
の
点
も
、
例
え
ば
私
た
ち
が
前
掲
の
、
キ
ケ
ロ
の
定
式
（cu

ltu
ra a

n
im
i p
h
ilo
so
p
h
ia

 
est

）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
れ
を
金
科
玉
条
の
よ
う
に
唱
え
る
だ
け
で
は
、
ま
っ
た
く

の
明
か
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
古
典
的
な
教
養
観
に
対
し
て
、
私
た
ち

が
何
ら
か
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
を
感
じ
な
い
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
「
文
化
」
や
「
教
養
」
の

問
題
に
は
決
ま
り
切
っ
た
、
い
つ
も
同
じ
解
答
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
、
二
進
（
に
っ
ち
）

も
三
進
（
さ
っ
ち
）
も
行
か
な
い
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。

八

さ
て
、
こ
の
辺
り
で
本
稿
も
、
そ
ろ
そ
ろ
一
応
の
決
着
を
付
け
、
幕
引
き
の
準
備
に
取
り

掛
か
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
簡
単
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
柄
を
踏
ま
え

つ
つ
、
次
稿
へ
の
橋
渡
し
を
し
て
お
き
た
い
。
最
初
に
、
ま
ず
本
稿
が
何
度
も
、
こ
れ
ま
で

繰
り
返
し
用
い
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
（
裏
を
返
せ
ば
、
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
好﹅
さ﹅
）
と

い
う
表
現
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
足
を
加
え
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

こ
の
表
現
は
、
例
え
ば
英
語
で
言
え
ばu

n
co
m
fo
rta
b
le

と
な
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

教
養
の
哲
学
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に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
翻
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
農
夫
や
農
民
が
土
地
を

手
放
し
、
そ
の
土
地
を
耕
す
た
め
の
、
自
分
自
身
の
農﹅
器﹅
や
農﹅
具﹅
を
も
手
渡
し
た
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
は
危
機
的
（critica

l

）
な
、
決
定
的
な
分
岐
点
（crisis

）
で
あ
っ
た
こ
と
に
も

な
る
の
で
は
あ
る
が
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
文
化
」
や
「
教
養
」
の
理
解
の
根
底
に
は
、
あ
く
ま
で
農﹅
耕﹅

と
自﹅
然﹅
が
対
義
語
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ま

さ
し
く
古
代
の
ロ
ー
マ
人
が
自
然
をn

a
tu
ra

と
呼
び
、
文
字
通
り
に
、
そ
の
生﹅
ま﹅
れ﹅
な﹅
が﹅
ら﹅

の﹅
性﹅
質﹅
や﹅
状﹅
態﹅
に
、
何
ら
か
の
形
で
手
を
加
え
、
こ
れ
を
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
耕
は

成
り
立
つ
、
と
い
う
発
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は

自
然
を
人﹅
為﹅
や
人﹅
工﹅
の
対
義
語
と
し
て
、
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ト
（a

rt

）
の
対
義
語

と
し
て
捉
え
る
視
点
が
、
そ
も
そ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然

の
否﹅
定﹅
（
と
言
う
よ
り
も
、
発﹅
展﹅
）
の
中
に
、
も
と
も
と
「
文
化
」
や
「
教
養
」
の
精﹅
神﹅
性﹅

は
懐
胎
し
て
い
た
、
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
（
※
）

（
※
）
無
論
、
英
語
のn

a
tu
re

も
、
ド
イ
ツ
語
のN

a
tu
r

も
、
フ
ラ
ン
ス
語
のn

a
tu
re

も
、
こ
の
ラ
テ

ン
語
（n

a
tu
ra

）
が
起
源
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
を
克
服
し
、
脱
皮
し
て
、
そ

こ
に
人
間
に
固
有
の
「
知
」
の
体
系
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お

け
る
学﹅
問﹅
（
ひ
い
て
は
、
科﹅
学﹅
）
の
意
図
で
あ
り
、
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
で
改
め
て
確

認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
掲
の
自
然
科
学
と
文
化
科
学
、
あ
る
い
は
自
然
地
理

学
と
文
化
地
理
学
、
自
然
人
類
学
と
文
化
人
類
学
と
い
っ
た
学
問
区
分
は
、
こ
の
よ
う
な
自﹅
然﹅
と

文﹅
化﹅
の
二
分
法
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
英
語
のcu

ltu
re

で
あ
れ
、
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

や
フ
ラ

ン
ス
語
のcu

ltu
re

で
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
語
は
原
初
的
に
、
い
ず
れ
も
古
代
の
ロ
ー
マ
人
の

「
生
」
の
様
式
と
、
そ
の
形
態
か
ら
産
み
出
さ
れ
て
き
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
た
ち
は

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
こ
の
語
の
起
源
（o

rig
in

）
が
起
源
と
し
て
、
そ
の
意
味
と
価
値
を

失
わ
な
い
限
り
、
結
果
的
に
「
文
化
」
や
「
教
養
」
に
は
何
処
か
し
ら
、
農
業
や
農
耕
や
農

夫
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
纏
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
い
さ
さ
か
先
走
っ
た
物
言
い
を
す
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
「
文
化
」
の
イ
メ
ー
ジ
の

り
着
く
先
に
、
い
わ
ゆ
る
「
文
明
」
と
の
間

の
対
立
や
軋
轢
も
兆
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
（
※
）

（
※
）
い
わ
ゆ
る
「
文
明
」
と
「
文
化
」
と
い
う
二
つ
の
語
が
、
や
が
て

る
こ
と
に
な
る
近﹅
親﹅
憎﹅
悪﹅
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。
な
お
、
こ
の
「
文
明
」
と
い
う
日
本
語
は
、
現
在
、
英
語
で
言
え

ばciv
iliza

tio
n

の
、
ド
イ
ツ
語
で
言
え
ばZ

iv
ilisa

tio
n

の
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
言
え
ばciv

ilisa
tio
n

の
、
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
語
と
し
て
罷
り
通
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
容
易
に
「
文
明
」
の
一
語
に
統
一

さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
本
稿
で
も
指
摘
済
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
文

明
」
も
ラ
テ
ン
語
（civ

is

）
を
起
源
と
す
る
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
義
は
市﹅
民﹅
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
跡
付
け
る
と
、
そ
も
そ
も
「
文
化
」
や
「
教
養
」
が
複
雑
な
、
か
な
り

面
倒
な
成
り
立
ち
を
、
そ
の
来
歴
の
中
に
抱
え
込
ん
で
い
る
語
で
あ
る
こ
と
も
、
お
分
か
り

い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
出﹅
自﹅
は
本
稿
の
表
題
（「
教
養
の
哲
学
」）

の
、
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
哲
学
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
、
明
瞭

な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
「
哲
学
」
は
、
も
と
も
と

「
文
化
」
や
「
教
養
」
と
は
違
い
、
そ
の
起
源
を
ギ
リ
シ
ア
語
（p

h
ilo
so
p
h
ia

）
に
有
す
る

語
で
あ
っ
て
、
手
っ
取
り
早
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
生
」
の
営
み
に

由
来
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
古
代
の
ロ
ー
マ
人
の
「
生
」
の
営
み
に
由
来
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
私
た
ち
が
今
、
日
本
語
で
「
科
学
」
（
も
し
く
は
、
そ
の
ま
ま
片
仮
名
書
き
に

し
て
「
サ
イ
エ
ン
ス
」）
と
呼
び
、
あ
た
か
も
、
そ
れ
が
人
類
に
共
通
の
、
普
遍
的
な
「
知
」

の
営
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
、
こ
の
学
問
（scien

ce

）
の
方
は
、
そ
の
語

源
を

れ
ば
、
逆
に
ラ
テ
ン
語
の
「
知
」
（scien

tia

）
に
は
行
き
着
い
て
も
、
決
し
て
ギ
リ

シ
ア
語
の
「
知
」
（
例
え
ば
、so

p
h
ia

やep
istem

e

）
に
は
行
き
着
か
ず
、
そ
の
意
味
に
お
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た
、
あ
る
種
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
の
一
因
も
、
よ
う
や
く
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
に
、
こ
れ
以
降
の
私
た
ち
が
安
心
し
て
、

こ
の
「
文
化
」
や
「
教
養
」
と
い
う
語
と
関
わ
り
合
う
こ
と
の
で
き
る
保
証
は
、
ま
だ
見
当

た
り
そ
う
に
な
い
。
何
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
今
度
は
以
下
の
問
い
が
、
引
き
続
い
て
頭
を
擡
げ

て
く
る
の
は
必
定
で
あ
る
か
ら
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
で
は
英
語
のcu

ltu
re

は
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

や
フ
ラ
ン

ス
語
のcu

ltu
re

は
、
そ
の
一
方
で
「
文
化
」
の
意
味
を
持
ち
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
、
ど
う

し
て
「
教
養
」
の
意
味
を
伴
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

こ
の
点
は
、
一
見
す
れ
ば

自
明
の
事
柄
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
事
柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
の
淵
源
に
ま
で

り
着
い
て
お
か
な
い
と
、
よ
く
理
由
の
分
か
ら
な
い

事
柄
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の
語
は
私
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語

で
「
文
化
」
と
「
教
養
」
と
置
き
換
え
、
あ
た
か
も
双﹅
生﹅
児﹅
の
よ
う
に
一
括
り
に
し
う
る
ほ

ど
に
は
、
親
密
な
間
柄
の
語
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

七

最
初
に
、
ま
ず
単
純
な
事
実
の
確
認
か
ら
済
ま
せ
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
英
語
の

cu
ltu
re

で
あ
れ
、
ド
イ
ツ
語
のK
u
ltu
r

や
フ
ラ
ン
ス
語
のcu

ltu
re

で
あ
れ
、
そ
の
字
面

を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
べ
て
同
一
起
源
の
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語

の
、
名
詞
形
で
あ
れ
ばcu
ltu
ra

に
、
動
詞
形
で
あ
れ
ばco

lere

に
、
そ
れ
ぞ
れ

り
着
く
。

日
本
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
何
ら
か
の
土
地
を
耕﹅
す﹅
こ
と
で
、
そ
の
土
地
が
農﹅
地﹅

や
耕﹅
地﹅
（
す
な
わ
ち
、
田
畑
）
に
姿
を
変
え
る
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
行
為
と
、
そ
の
成
果

を
指
し
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
水
田
で
あ
れ
、
陸
田
で
あ
れ
、
そ
の
田
（
た
）

を
反
し
、
そ
れ
を
田﹅
反﹅
す﹅
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
耕﹅
す﹅
こ
と
が
原
義
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
「
文
化
」
と
呼
び
、
あ
る
い
は
「
教
養
」
と
称
し
て

い
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
農﹅
耕﹅
の
イ
メ
ー
ジ
を
原
初
的
に
伴
っ
て
お
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

を
突
き
詰
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
人
間
の
業
（
わ
ざ
）
と
し
て
、
ひ
い
て
は
人
間
の
生
業
（
な

り
わ
い
）
と
し
て
、
他
な
ら
ぬ
農﹅
業﹅
（a

g
ricu

ltu
re

）
の
姿
が
浮
か
び
上
が
り
、
も
と
も
と

「
文
化
」
や
「
教
養
」
と
は
私
た
ち
が
、
文
字
通
り
に
土
（a

g
er

）
を
耕
す
（co

lere

）
こ
と

に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
解
が
根
底
に
は
潜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に

従
え
ば
、
具
体
的
で
典
型
的
な
「
文
化
」
と
「
教
養
」
の
体
現
者
は
、
必
然
的
に
農﹅
夫﹅
や
農﹅

民﹅
の
姿
と
二
重
写
し
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
事
実
は
、
私
た
ち
が
「
文
化
」
や
「
教
養
」
と
い
う
語
を
捉
え
る
時
に
、
そ
の
理
解

の
つ﹅
ぼ﹅
と
し
て
、
真
っ
先
に
押
さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
「
文
化
」
と
「
教
養
」
の
第
一
の
段
階
か
ら
、
や
が
て
今
度
は
第
二
の
段
階
、

と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
決
定
的
な
転
回
点
が
「
文
化
」
と
「
教
養
」
に
訪
れ
、
こ
の
よ
う

な
農
耕
の
イ
メ
ー
ジ
が
二
次
的
な
、
派
生
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
席
を
譲
る
時
、
は
じ
め
て
耕﹅
し﹅

は
土﹅
の﹅
耕﹅
し﹅
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
心﹅
や﹅
魂﹅
の﹅
耕﹅
し﹅
（cu

ltu
ra a

n
im
i

）
と
し
て
捉
え
直
さ

れ
、
ま
さ
し
く
人
間
の
内
部
（
す
な
わ
ち
、
精
神
）
の
掘﹅
り﹅
起﹅
し﹅
を
も
指
し
示
す
よ
う
に
な

っ
た
の
が
順
序
で
あ
る
か
ら
。
（
※
）

（
※
）
一
般
に
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
（cu

ltu
ra
 
a
n
im
i

）
の
造
語
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
キ
ケ
ロ

で
あ
り
、
そ
の
典
拠
に
は
『
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
荘
対
談
集
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

ラ
テ
ン
語
の
成
立
は
紀
元
前
一
世
紀
の
前
半
に
当
た
り
、
古
代
の
ロ
ー
マ
人
が
民﹅
主﹅
政﹅
治﹅
（「
共
和

制
」）
を
捨
て
て
、
カ
エ
サ
ル
の
独﹅
裁﹅
政﹅
治﹅
に
ま
で
突
き
進
ん
だ
時
期
の
産
物
で
あ
る
。
な
お
、
そ

こ
に
はC

u
lu
tu
ra
 
a
n
im
i p
h
ilo
so
p
h
ia
 
est

と
あ
り
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
が
哲﹅
学﹅
の
言
い
換
え
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
段
階
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
「
文
化
」
や
「
教
養
」
は
精
神
的
な
、
一
方
で
は
物
質

や
物
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
一
方
で
は
身
体
や
肉
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
は
な
は
だ
抽
象

的
な
次
元
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と

教
養
の
哲
学
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「
文
化
」
と
「
教
養
」
と
い
う
訳
語
が
時
間
的
に
、
な
か
な
か
当
時
の
訳
語
と
し
て
は
姿
を

見
せ
る
に
至
ら
ず
、
あ
た
か
も
難﹅
産﹅
の
ご
と
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
理
由
は
、
ど
こ
に
原
因

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
問
い
掛
け
る
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
突
飛
な
問
い
掛
け

で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

何
し
ろ
、
こ
の
「
文
化
」
と
「
教
養
」
と
い
う
二
つ
の
語
は
、
現
在
、
英
語
のcu

ltu
re

で
あ
れ
、
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

で
あ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
のcu

ltu
re

で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
の
特
徴
や
、
そ
の
個
性
を
超
え
て
、
ほ
と
ん
ど
独
占
的
で
排
他
的
に
、
い
わ
ゆ
る
共﹅
通﹅

語﹅
と
し
て
の
訳
語
の
地
位
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
態
は
振
り
返
れ
ば
、
む

し
ろ
異
様
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
簡
単
な
推
測
を
提
示
す
る
に
留
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
「
文
化
」
に
し
て
も
「
教
養
」
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
語
を

る
と
、
そ
の
根
を
深

く
、
漢
語
の
伝
統
の
中
に
持
つ
語
で
あ
っ
た
点
で
あ
り
、
こ
の
点
が
逆
に
、
こ
の
二
つ
の
語

の
訳
語
（
要
す
る
に
、
洋
語
の
訳
語
）
と
し
て
の
成
立
に
歯
止
め
を
掛
け
る
要
因
に
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
者
（「
文
化
」）
が
江
戸
時
代
の

後
期
の
年
号
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
対
義
語
の
武﹅
化﹅
と
は
反
対
に
、
い
わ
ゆ
る
文﹅
徳﹅
と
文﹅

治﹅
の
政
治
、
要
す
る
に
文﹅
政﹅
を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
分
か
り
や
す
い
、
代

表
的
な
証
拠
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
紐
解
く
と
、
そ
こ
に
は
出
典
に
『
易
経
』
と
『
説
苑
』
と
『
後
漢
書
』
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
、
さ
ら
に
『
哲
学
字
彙
』
の
再
版
が
引
か
れ
、
そ

れ
がen

lig
h
ten

m
en
t

の
訳
語
と
し
て
、
こ
の
「
文
化
」
と
「
大
覚
」
を
宛
が
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
が
同
辞
典
の
第
三
版
に
な
る
と
、
今
度
は
訳
語
の
中
か
ら
「
文
化
」
が
姿
を
消

し
て
、
新
し
く
「
知
的
独
立
、
迷
信
排
除
、
文
華
、
文
明
、
大
覚
」
と
い
う
訳
語
に
な
る
の
も
、

こ
れ
ま
た
興
味
深
い
。

実
際
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
、
は
な
は
だ
漢
文
的
な
二
分
法
を
踏
ま
え
て
、
私
た
ち
の

国
で
も
「
文
化
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
き
た
し
、
こ
の
よ
う
な
二
分
法
を
引
き
摺
る
こ
と

で
、
例
え
ば
文﹅
官﹅
と
武﹅
官﹅
、
文﹅
人﹅
と
武﹅
人﹅
と
い
っ
た
差
異
を
強
調
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で

は
、
こ
の
二
分
法
を
乗
り
越
え
る
道
（
い
わ
ゆ
る
、
文﹅
武﹅
二﹅
道﹅
や
文﹅
武﹅
両﹅
道﹅
の
文﹅
武﹅
兼﹅
備﹅
の

道
）
を
模
索
し
、
そ
の
度
に
、
い
つ
も
涙
ぐ
ま
し
い
、
不
条
理
な
（
と
言
う
よ
り
も
、
実
は

当
然
の
条
理
に
由
来
す
る
）
挫
折
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
が
、
そ
も
そ
も
漢
文
脈
に
お
け
る

「
文
化
」
の
来
歴
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
で
「
文
化
」
と
い
う
語
が
、
も
と
も
と
江
戸
時
代
を
連

想
さ
せ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
つ
い
半
世
紀
前
に
は
私
た
ち
の
国
に
、
そ
の
「
文

化
」
を
冠
し
た
一
時
代
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
単
純
に
明
治
時
代
に
移
し

変
え
、
そ
の
ま
ま
文﹅
明﹅
開﹅
化﹅
の
略
語
（
す
な
わ
ち
、
文﹅
化﹅
）
と
し
て
宛
が
う
に
は
、
や
は
り

当
時
は
時
期
尚
早
の
、
先
走
り
の
感
が
強
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
逆
に
言
え
ば
、
そ

こ
か
ら
「
文
化
」
が
息
を
吹
き
返
し
、
ふ
た
た
び
時
代
の
流﹅
行﹅
語﹅
と
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら

に
半
世
紀
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
前
掲
の
『
西
国
立
志
編
』
の
冒
頭
に
も
、
こ
の
語
が
一
見
、
翻
訳
語
の
よ
う
な

顔
を
し
て
姿
を
見
せ
る
が
、
こ
こ
で
も
再
度
、
ス
マ
イ
ル
ズ
の
原
書
（『
自
助
論
』）
に
照
ら

し
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
が
翻
訳
語
と
言
う
よ
り
も
、
い
ま
だ
翻
訳
語
に
は
成
り
切
っ
て
い
な

い
、
言
っ
て
み
れ
ば
意﹅
訳﹅
語﹅
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
（
※
）
要
す
る
に
、
こ
の
語

は
外
面
（
そ
と
づ
ら
）
か
ら
見
れ
ば
「
文
化
」
で
は
あ
っ
て
も
、
内
面
（
う
ち
づ
ら
）
を
覗

け
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
「
文
化
」
で
は
な
か
っ
た
。

（
※
）『
西
国
立
志
編
』
の
該
当
箇
所
は
、
第
一
編
の
七
（「
貴
賤
に
限
ら
ず
、
勉
強
忍
耐
の
人
、
世
に
功

あ
る
事
」）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
こ
れ
等
の
人
、
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
次
第
に
工
夫
を
積
め

る
も
の
、
合
湊
し
て
盛
大
の
文
化
を
開
け
る
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
の
際
の
「
文
化
」
に
該
当
す

る
語
を
、
ス
マ
イ
ル
ズ
は
直
接
、
使
っ
て
い
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
推
測
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
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や
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
で
あ
っ
た
か
ら
。
ち
な
み
に
、
ど
う
や
ら
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

自
体
が
、
そ
も

そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
に
お
い
て
市
民
権
を
獲
得
す
る
の
も
、
こ
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
用
例
以
降

の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
ふ
た
た
び
柳
父
章
の
『
一
語
の
辞
典
・
文
化
』

を
参
照
さ
れ
た
い
。

六

こ
の
よ
う
に
し
て

り
直
す
と
、
も
と
も
と
私
た
ち
が
英
語
のcu

ltu
re

や
、
ド
イ
ツ
語
の

K
u
ltu
r

や
フ
ラ
ン
ス
語
のcu

ltu
re

を
、
そ
の
ま
ま
「
文
化
」
と
置
き
換
え
、
あ
た
か
も
条

件
反
射
の
よ
う
な
翻
訳
の
行
為
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
お
よ
そ
今
か
ら
百
年

前
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
行
為
が
私
た
ち
の
習﹅
慣﹅
（
い
わ
ゆ

る
、
第﹅
二﹅
の﹅
自﹅
然﹅
や
第﹅
二﹅
の﹅
本﹅
性﹅
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
裏
を
返
せ
ば
、

そ
れ
以
前
の
段
階
で
は
、
英
語
のcu

ltu
re

も
ド
イ
ツ
語
のK
u
ltu
r

も
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン

ス
語
のcu

ltu
re

も
、
こ
と
ご
と
く
「
修
練
」
と
い
う
訳
語
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
語
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
文
化
」
と
い
う
訳
語
の
、
ひ
い
て
は
「
教
養
」
と
い
う
訳
語
の
、
ほ

と
ん
ど
影
も
形
も
無
い
。
（
※
）

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
「
修
練
」（
修
錬
、
修

）
の
項
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
「
修
養
、
鍛
錬

す
る
こ
と
。
人
格
、
技
術
、
学
問
な
ど
を
磨
き
、
き
た
え
る
こ
と
」
と
い
う
語
釈
が
述
べ
ら
れ
た

後
、
最
初
の
用
例
と
し
て
『
三
代
格
式
』
の
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
年
）
の
条
が
挙
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
語
が
平
安
時
代
の
初
期
以
来
、
私
た
ち
の
国
で
使
い
続
け
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
な
お
、
こ
の
語
が
後
世
、
い
わ
ゆ
る
十﹅
五﹅
年﹅
戦﹅
争﹅
の
戦
禍
の
中
に
蘇
り
、
当
時
の

旧
制
中
学
校
の
教
育
課
程
と
し
て
新
設
さ
れ
る
の
は
、
戦
争
も
末
期
の
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四

三
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
最
初
に
『
哲
学
字
彙
』
で
「
修
練
」
と
訳
さ
れ
て
い

た
の
は
、
あ
く
ま
で
英
語
のcu

ltu
re

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
次
第
に
、
そ
の
上
に
ド
イ
ツ
語
の

K
u
ltu
r

と
フ
ラ
ン
ス
語
のcu

ltu
re

が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
が
順
序
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
順
序
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
語
が
顔
を
揃
え
、
一
堂
に
会
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
と
、
そ
の
個
性
が
意
識
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
よ
う
や
く
当
時
の
私
た
ち
に
も
、
こ
れ

ら
の
三
つ
の
語
の
訳
語
が
「
修
練
」
の
一
語
だ
け
で
は
、
ど
う
に
も
帳
尻
を
合
わ
せ
ら
れ
な

く
な
っ
た
の
が
実
情
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
私
た
ち
に
採
用
さ
れ
た
の
が
「
文
化
」
と
い
う
訳
語
で
あ
り
、
そ

れ
と
同
時
期
に
、
ま
る
で
双﹅
生﹅
児﹅
の
よ
う
に
し
て
産
み
出
さ
れ
た
の
が
、
さ
ら
に
「
教
養
」

と
い
う
訳
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
推
測
す
れ
ば
、
結
果
的
に
私
た
ち
の
国
で
、
ど
の
よ

う
な
形
で
「
文
化
」
と
い
う
語
が
成
り
立
ち
、
ひ
い
て
は
「
教
養
」
と
い
う
語
が
成
り
立
つ

に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
、
そ
れ
ほ
ど
難
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

割
り
切
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
両
者
の
成
り
立
ち
は
一
九
一
〇
年
代
の
初
頭
、
私
た
ち
の
国
の

年
号
で
言
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
明
治
か
ら
大
正
へ
と
、
そ
の
時
代
の
相
貌
が
、
大
き
く
切
り
替

わ
っ
た
頃
の
出
来
事
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）「
文
化
」
と
「
教
養
」
と
い
う
語
の
成
り
立
ち
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
柳
父
章
の
著
書（『
一

語
の
辞
典
・
文
化
』）
と
、
こ
れ
と
同
年
（
一
九
九
五
年
）
に
出
版
さ
れ
た
、
筒
井
清
忠
の
『
日
本

型
「
教
養
」
の
運
命
』（
岩
波
書
店
）
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
例
え
ば
苅
部
直
の
『
移
り
ゆ
く
「
教

養
」
』（
二
〇
〇
七
年
、N

T
T

出
版
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
新
た
な
「
教
養
」
の
語
の
使
用
は
、

一
九
二
〇
年
代
を
通
じ
て
、
ゆ
る
や
か
に
広
が
り
、
三
〇
年
代
に
至
っ
て
定
着
し
た
と
考
え
る
の

が
適
切
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
産
み
出
さ
れ
た
「
文
化
」
と
「
教
養
」
の
二
つ
の
語
の
、
ど

ち
ら
が
一
体
、
先
に
産
み
出
さ
れ
た
語
で
あ
っ
た
の
か
、

言
っ
て
み
れ
ば
、
ど
ち
ら
が

長
男
（
も
し
く
は
、
長
女
）
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
次
男
（
も
し
く
は
、
次
女
）
で
あ
っ
た
の

か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
た
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
そ
も
そ
も

教
養
の
哲
学
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学
的
教
養
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
今
度
は
、
さ
ら
に

cu
ltu
re o

f co
n
scien

ce

が
問
い
に
上
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
を
「
良
心
の
文
化
」
や
「
良
心
の

教
養
」
と
訳
す
こ
と
に
は
、
さ
す
が
に
私
た
ち
も
た﹅
め﹅
ら﹅
い﹅
を
催
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
が
。

実
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
英
語
表
現
は
、
私
た
ち
の
国
で
最
も
古
い
哲
学
辞
典
（『
哲
学
字

彙
』）
の
中
に
、
そ
の
小
見
出
し
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
用
例
で
あ
り
、
厳
密
に
言
え
ば
、

最
初
の
二
つ
が
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
初
版
の
中
に
、
後
の
例
は
、

そ
れ
か
ら
三
年
後
の
再
版
の
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
（
※
）
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
三
つ
の
用
例
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
哲
学
字
彙
』
は
、
ど
の
よ
う
な
訳
語
を
宛
が
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
答
え
は
、
順
番
に
「
哲
学
修
練
」
と
「
科
学
修
練
」
と
、
そ
れ
か
ら
「
良

心
修
練
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
『
哲
学
字
彙
』
に
お
い
てcu

ltu
re

は
、
す
べ
て
「
修

練
」
の
訳
語
で
統
一
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
※
）『
哲
学
字
彙
』
か
ら
の
引
用
は
、
復
刻
版
（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
こ
こ

で
良﹅
心﹅
の
訳
語
を
宛
が
わ
れ
て
い
る
、
英
語
のco

n
scien

ce

に
対
し
て
、
同
辞
典
は
道﹅
念﹅
の
訳
語

も
添
え
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
科
学
に
当
た
るscien

ce

に
は
、
さ
ら
に
理﹅
学﹅
の
訳
語
が
併
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
当
時
の
私
た
ち
は
、
い
ま
だ
サ
イ
エ
ン
ス
（
す
な
わ
ち
、
知
）
と
コ
ン
・
サ

イ
エ
ン
ス
（
す
な
わ
ち
、
共
・
知
）
の
関
係
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
理
解
し
て
い
た
節
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
哲
学
字
彙
』
が
初
版
か
ら
三
十
年
を
経
過
し
て
、
ち
ょ
う
ど
一
九
一

二
年
（
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
国
の
年
号
が
明﹅
治﹅
か
ら
大﹅
正﹅
に
切
り
替
わ
る
年
）
を
迎
え
る

と
、
そ
の
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
に
は
英
語
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ

ン
ス
語
と
、
な
お
か
つ
、
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の
見
出
し
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
辞
典
が
大
幅
に
、
そ
の
面
目
を
一
新
し
た
時
で
も
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
伴
っ
て
、
私
た
ち
の
国
の
哲
学
用
語
（
要
す
る
に
、
私
た
ち
の
思
考
の
道
具
）
が
変
化

を
遂
げ
て
、
そ
れ
以
前
と
は
違
っ
た
形
式
の
、
違
っ
た
内
容
の
思
想
が
刻
み
出
さ
れ
る
に
至

る
、
そ
の
分
岐
点
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
こ
の
分
岐
点
に
立
ち
至
っ
て
、
は
じ
め
て
同
辞
典
のcu

ltu
re

の
訳
語
に
は
、
従
来

の
「
修
練
」
以
外
に
も
、
他
な
ら
ぬ
「
文
化
」
と
、
そ
れ
か
ら
「
人
文
、
礼
文
、
礼
脩
、
修

養
」
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

も
登
場
し
、
興

味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
馴
染
み
の
「
文
化
」
や
「
教
養
」
で
は
な
く
、
大
見
出

し
（K

u
ltu
r

）
に
は
「
文
明
」
と
「
開
化
」
の
訳
語
が
、
小
見
出
し
（G

eistig
e K

u
ltu
r

）

に
は
「
精
神
的
文
明
」
の
訳
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
頃
（
要
す
る
に
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
へ
の
転
換
期
）
に
な

っ
て
、
よ
う
や
く
私
た
ち
の
国
で
は
「
文
化
」
と
い
う
語
が
成
立
し
、
普
及
し
始
め
、
そ
れ

が
英
語
のcu

ltu
re

や
フ
ラ
ン
ス
語
のcu

ltu
re

の
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
のcu

ltu
re

は
英
語
で
あ
れ
、
フ
ラ
ン

ス
語
で
あ
れ
、
決
し
て
「
文
化
」
の
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
修
練
」
の
意
味
と
し
て
理

解
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
も
と
も
とcu

ltu
re

は
「
教
養
」
の
側
に
、
そ
の

意
味
も
用
法
も
、
近
い
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

お
ま
け
に
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
別
の
形
で
「
文
明
」
や

「
開
化
」
と
重
な
り
合
い
、
例
え
ばK

u
ltu
rg
esch

ich
ite

に
は
「
文
明
史
」
と
共
に
「
文
化

史
」
が
、K

u
ltu
rk
a
m
p
f

とK
u
ltu
rsy

stem

に
は
「
文
化
闘
争
」
と
「
文
化
組
織
」
が
、

さ
ら
にK

u
ltu
rstu

fe

に
は
「
文
化
階
段
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
訳
語
と
し
て
当
て
嵌
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
当
時
の
私
た
ち
の
国
の
、
狭
く
言
え
ば
翻﹅
訳﹅
状﹅
況﹅
が
、
広
く
言
え
ば
思﹅
想﹅
状﹅
況﹅

が
、
こ
れ
ら
の
訳
語
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
（
※
）

（
※
）K

u
ltu
rg
esch

ich
ite

やK
u
ltu
rk
a
m
p
f

に
は
、
現
在
は
「
文
化
史
」
や
「
文
化
闘
争
」
の
訳
語

が
定
着
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
無
色
透
明
の
、
人
畜
無
害
の
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
強
い
が
、

い
ま
だ
当
時
は
斬
新
な
、
か
な
り
刺
激
の
強
い
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

何
し
ろ
、
そ
の
渦
中
に
い
た
の
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ビ
ス
マ
ル
ク

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学
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い
は
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
語
でp

h
ilo
so
p
h
ie d

e la cu
ltu
re

と
置
き
換
え
る
こ
と
は
可
能
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
問
い
掛
け
る
と
、
私
た
ち
は
再
度
、
あ
る
種
の
居﹅
心﹅
地﹅

の﹅
悪﹅
さ﹅
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

そ
れ
と
言
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
を
、
あ
る
い
は
英
語
を
、
も

し
逆
に
、
今
度
は
私
た
ち
が
日
本
語
で
表
記
し
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ

に
私
た
ち
は
、
ふ
た
た
び
「
教
養
の
哲
学
」
と
い
う
言
い
回
し
を
宛
が
い
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
、
あ
る
ま
い
。
私
た
ち
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
、
こ
れ
ら
の
欧
文
を
「
文
化
の
哲

学
」
と
置
き
換
え
る
は
ず
で
あ
る
。

実
際
、
か
つ
て
私
た
ち
の
国
で
も
一
世
を
風
靡
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
新
カ
ン
ト
学
派
」
の

哲
学
用
語
と
し
て
、
す
で
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
（W

ilh
elm

 
W
in
d
elb
a
n
d

）
や
リ
ッ
カ
ー

ト
（H

ein
rich R

ick
ert

）
の
著
作
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
文
化
の
哲
学
」
や
「
文
化
の

科
学
」
と
い
う
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
大
正
時
代
以
降
、
私
た
ち
の
国
に

輸
入
さ
れ
、
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
、
代
表
的
な
哲
学
用
語
に
な
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
の
用
語
（K

u
ltu
rp
h
ilo
so
p
h
ie

）
を

逸
早
く
、
私
た
ち
の
国
で
「
文
化
哲
学
」
と
訳
し
た
の
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）
の

桑
木
厳
翼
の
よ
う
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
柳
父
章
の
『
一
語
の
辞
典
・
文
化
』（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）
を

参
照
。
な
お
、
も
う
一
方
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
主
要
な
著
作
に
は
、
一
八
九
八
年
の
『
文
化
科
学
と

自
然
科
学
』（K

u
ltu
rw
issen

sch
a
ft u

n
d N

a
tu
rw
issen

sch
a
ft

）
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
最
初
に

邦
訳
さ
れ
た
の
は
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
の
大
村
書
店
版
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
、
昭

和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）
の
岩
波
文
庫
版
に
引
き
継
が
れ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
語
のK

u
ltu
r

を

私
た
ち
は
、
日
本
語
で
真
っ
先
に
「
文
化
」
と
置
き
換
え
る
習
慣
を
身
に
付
け
て
、
今
に
至

っ
て
い
る
。
無
論
、
そ
の
点
で
は
英
語
のcu

ltu
re

や
、
フ
ラ
ン
ス
語
のcu

ltu
re

に
し
て
も

変
わ
り
は
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
に
対
し
て
私
た
ち
が
、
あ
え
て
「
教

養
」
と
い
う
日
本
語
を
宛
が
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
自
明
の
、
当
然
の
選
択
行
為

で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
事
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

し
か
も
、
こ
こ
で
仮
に
「
教
養
の
哲
学
」
と
い
う
言
い
回
し
を
認
め
、
こ
れ
を
渋
々
、
大

目
に
見
て
下
さ
る
御
仁
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
寛
容
ぶ
り
が
等
し
く
、
そ
の
ま
ま
「
教
養

の
科
学
」
に
ま
で
押
し
広
げ
ら
れ
る
可
能
性
は
、
皆
無
に
等
し
い
。（
※
）
す
な
わ
ち
、
も
と

も
と
欧
文
に
お
い
て
は
同
じ
、一
つ
のK

u
ltu
rw
issen

sch
a
ft

と
い
う
語
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
こ
の
語
を
「
文
化
科
学
」
と
訳
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
「
教
養
科
学
」

と
は
訳
せ
な
い
理
由
が
、
私
た
ち
の
側
に
は
存
在
し
て
い
る
。

（
※
）
現
在
、
私
た
ち
が
「
教
養
の
哲
学
」
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
教
養
の
科
学
」
と
い
う
言
い
回
し

に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
教
養
」
が
「
専
門
」
の
対
義
語
と
し
て
、
教
養
教

育
と
専
門
教
育
、
教
養
課
程
と
専
門
課
程
、
教
養
科
目
と
専
門
科
目
と
い
っ
た
形
で
、
日
本
の
大

学
制
度
の
中
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
際
に
使
わ
れ
る
「
教
養
」

と
は
、
例
え
ばg

en
era

l ed
u
ca
tio
n

（
一
般
教
育
）
やlib

era
l a
rts

（
自
由
学
芸
）
の
同
義
語
で

あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
「
教
養
」
の
語
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
格
を
兼
ね
備
え
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
側
の
、
あ
る
種
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
が
、
単
に
私
た
ち

の
思
い
込
み
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
思
い
込
み
が
新
し
い
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
時
代
に
ま

で
は

り
え
な
い
思
い
込
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
如
何
で
あ
ろ
う
。

論
よ
り
証
拠
、
例

え
ば
私
た
ち
が
英
語
で
、
仮
にp

h
ilo
so
p
h
ica
l cu

ltu
re

やscien
tific cu

ltu
re

と
い
う
表

現
に
出
会
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
日
本
語
に
置
き
換

え
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
か
な
り
落
ち
着
き
の
悪
い
日
本
語
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
私
た
ち
の

答
え
は
「
哲
学
的
文
化
」
や
「
科
学
的
文
化
」
で
あ
り
、
決
し
て
「
哲
学
的
教
養
」
や
「
科

教
養
の
哲
学
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生
じ
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
。

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
他
動
詞
形
の
「
教
養
」
を
用
い
た
も
の
と
し
て
、
さ
ら

に
吉
岡
徳
明
の
『
開
化
本
論
』（
明
治
十
二
年
）
の
例
（「
家
庭
に
慈
母
あ
り
児
童
を
教
養
し
」）
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
、
名
詞
形
の
「
教
養
」
の
用
例
は
、
長
與
善
郎
の
『
青
銅
の
基
督
』
（
一

九
二
三
年
）
と
、
獅
子
文
六
の
『
自
由
学
校
』（
一
九
五
〇
年
）
で
あ
り
、
結
果
的
に
、
こ
れ
ら
が

二
十
世
紀
の
、
大
正
時
代
以
降
の
用
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
「
教
養
」
の
語
義
の
変
化
と
、
よ
く
似
た
歩
み
を

っ
た
語
の

一
つ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
」
が
あ
る
。
事
実
、
こ
の
「
教
育
」
の
語
を
『
日
本
国
語
大
辞

典
』
で
引
く
と
、
そ
こ
に
も
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
他
動
詞
形
（「
教
育
す
る
」）
で

あ
り
、
そ
の
用
例
は
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
に

り
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
明
治
時
代

以
降
に
な
る
と
、
俄
か
に
名
詞
形
の
「
教
育
」
が
登
場
し
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
が
あ
る
」
と

か
「
教
育
が
な
い
」
と
か
評
し
て
、
ほ
と
ん
ど
現
在
の
「
教
養
」
と
見
紛
う
よ
う
な
、
よ
く

似
た
形
で
使
わ
れ
出
す
こ
と
に
な
る
。
（
※
）
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
「
教

育
」
が
「
教
養
」
を
先
導
し
、
そ
の
牽
引
の
役
を
引
き
受
け
て
い
た
時
期
が
明
治
時
代
で
あ

り
、
そ
の
逆
に
、
こ
の
両
者
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
、
単
純
に
「
教
育
」
と
「
教
養
」
と
が
結

び
付
か
な
く
な
り
、
こ
の
双
方
の
間
に
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
関
係
が
兆
し
始
め
た
の
が
、
そ
の

次
の
大
正
時
代
で
あ
っ
た
、
と
言
え
ば
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
折
し
も
、
私
た
ち
の
国

の
近
代
化
が
、
そ
れ
自
体
、
ち
ょ
う
ど
折
り
返
し
点
（
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
）
に
達
し

た
時
期
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
用
例
で
は
、
江
村
北
海
の
『
授
業
編
』

（
一
七
八
三
年
）
と
原
念
斎
の
『
先
哲
叢
談
』（
一
八
一
六
年
）
で
あ
り
、
明
治
時
代
の
用
例
で
は
、

二
葉
亭
四
迷
（『
浮
雲
』）
と
徳
富
蘆
花
（『
思
出
の
記
』）
と
夏
目
漱
石
（『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』）

で
あ
る
。
な
お
、
も
と
も
と
「
教
育
」
も

れ
ば
、
そ
れ
が
漢
語
表
現
に

り
着
く
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
ど
う
や
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
従
え
ば
、
そ
の
典
拠
は
『
孟
子
』
の
よ
う

で
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
教
育
」
は
「
教
養
」
と
並
ん
で
、
は
な
は
だ
儒
教
的
な
色
合
い
の
濃
い
語

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。

五

今
度
は
少
々
、
見
方
を
変
え
て
、
も
う
一
方
の
欧﹅
文﹅
の
側
か
ら
話
を
続
け
よ
う
。
欧
文
で

言
え
ば
、
本
稿
の
表
題
（「
教
養
の
哲
学
」）
は
何
と
置
き
換
え
ら
れ
う
る
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
こ
の
紀
要
（「
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
」）
の
裏
表
紙
を
見
て
い
た
だ
く
に

如
（
し
）
く
は
な
い
。
す
る
と
、
そ
こ
に
は
英
語
でp

h
ilo
so
p
h
y
 
o
f cu

ltu
re

と
書
か
れ
て

お
り
、
こ
の
英
語
表
記
が
本
稿
の
欧
文
題
目
で
あ
る
こ
と
が
、
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
は
ず

で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
本
稿
に
お
い
て
「
教
養
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る

時
、
そ
こ
に
は
必
ず
、
常
に
英
語
のcu

ltu
re

の
裏
打
ち
が
あ
る
、
と
い
う
次
第
。
な
お
、
は

な
は
だ
余
計
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
紀
要
自
体
も
英
語
でB

u
lletin o

f th
e F

a
cu
lty o

f
 

E
d
u
ca
tio
n ,
W
a
k
a
y
a
m
a U

n
iv
ersity

と
題
さ
れ
て
い
る
。
（
※
）

（
※
）
こ
の
英
語
表
記
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
今
は
措
く
。
ち
な
み
に
、
私
た
ち
の
国
で
大
学
の
紀
要
が

最
初
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、

れ
ば
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
年
）
の
東
京
大
学
（
理
学
部
）
で

あ
り
、
そ
の
誌
名
は
『
理
科
会
粋
』（M

em
o
irs o

f th
e S

cien
ce D

ep
a
rtm

en
t

）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
が
文
字
通
り
に
「
紀
要
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一

四
年
）
の
東
京
帝
国
大
学
、
文
科
大
学
の
「
紀
要
」（Jo

u
rn
a
l o
f th

e C
o
lleg

e o
f L

itera
tu
re

）

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
欧
文
題
目
が
、
そ
も
そ
も
英
語
と
い
う
、
あ
る
特
定
の
欧
文

で
表
記
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
、
何
処
に
も
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
英
語

を
私
た
ち
が
、
こ
こ
で
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
に
置
き
換
え
て
、P

h
ilo
so
p
h
ie d

er K
u
ltu
r

と
か

K
u
ltu
rp
h
ilo
so
p
h
ie

と
か
、
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
62
集
（
二
〇
一
二
）
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仕
方
（
い
わ
ゆ
る
、
呉
音
と
漢
音
）
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

よ
り
古
い
呉
音
を
引
き
摺
る
こ
と
で
、
孝﹅
養﹅
と
教﹅
養﹅
は
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、

も
う
一
方
の
供﹅
養﹅
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
呉
音
で
は
ク
ヨ
ウ
で
あ
り
、
漢
音
で
は
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
と

な
る
か
ら
、
順
序
は
反
対
で
あ
る
。

一
口
で
言
え
ば
、
も
と
も
と
「
教
養
」
は
漢
語
表
現
と
し
て
、
は
な
は
だ
儒﹅
教﹅
的﹅
な
色
合

い
の
濃
い
語
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
端
的
に
儒
教
か
ら
始
ま
っ
て
、
例
え
ば
道
教
や
仏
教
、
あ

る
い
は
基
督
（
キ
リ
ス
ト
）
教
や
回
教
（
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

宗﹅
教﹅
と
の
繋
が
り
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ
の
繋
が
り
が
字
面
の
通
り

に
祖
先
の
霊
を
祭
る
た
め
の
宗﹅
廟﹅
（
す
な
わ
ち
、
み
た
ま
や
）
を
宗
（
む
ね
）
と
す
る
も
の

で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
る
の
は
、
や
は
り
親
と
子
（
ひ
い
て
は
、
孫
）

の
間
の
、
血
縁
的
な
関
係
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

事
実
、
こ
の
よ
う
な
「
教
養
」
の
原
義
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
語
は
長
い
間
、
私
た
ち
の
国

で
も
使
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
ふ
た
た
び
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
紐
解
く
と
、
そ
こ
に

は
真
っ
先
に
、
中
村
正
直
の
訳
書
（『
西
国
立
志
編
』）
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
は
な

は
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
用
法
も
他
動
詞
形
（「
教
養
す
る
」）
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
が

現
在
、
私
た
ち
の
理
解
し
て
い
る
「
教
養
」
と
は
、
そ
の
意
味
を
大
幅
に
違
え
た
語
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
（
※
）

（
※
）『
西
国
立
志
編
』
の
用
例
に
は
「
男
子
二
十
一
人
、
女
子
五
人
あ
り
、
故
に
そ
の
子
を
教
養
す
る
事

備
ら
ず
」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
用
例
は
『
西
国
立
志
編
』
の
第
七
編
の
四
（「
維
廉
費
布
士
、
沈

船
の
貨
財
を
捜
（
さ
ぐ
）
り
出
す
事
」）
が
典
拠
で
あ
り
、
冒
頭
の
「
維
廉
費
布
士
」
は
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
フ
ィ
ッ
プ
ス
と
読
む
。
十
七
世
紀
の
末
年
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
や
が
て
海
中
の
難
破
船
か
ら

財
宝
を
発
見
し
、
当
時
の
国
王
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
）
に
よ
り
勲
爵
士
（
ナ
イ
ト
）
の
称
号
を
与

え
ら
れ
る
人
物
の
、
文
字
通
り
の
立﹅
身﹅
出﹅
世﹅
譚﹅
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
直
前
に
は
「
諾
曼
倍
（
ノ

ー
マ
ン
ベ
イ
）
族
の
先
祖
、
維
廉
費
布
士
は
、
一
千
六
百
五
十
一
年
、
亜
墨
利
加
（
ア
メ
リ
カ
）

の
緬
（
メ
イ
ン
）
に
生
（
う
ま
）
る
、
そ
の
父
は
、
銃
工
に
し
て
」
と
あ
り
、
こ
の
男
の
出
生
の

様
子
が
綴
ら
れ
た
後
、
前
掲
の
用
例
が
差
し
挟
ま
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に
「
後
来
の
命
運
は
、
各
そ

の
心
思
の
才
、
躯
幹
（
か
ら
だ
）
の
力
に
任
せ
た
り
」
と
、
傍
点
付
き
の
文
章
が
続
く
。

し
か
も
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
『
西
国
立
志
編
』
の
一
節
を
、
原
書
で
あ
る

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
（S

a
m
u
el S

m
iles

）
の
『
自
助
論
（S

elf-H
elp

）』
に
よ
っ
て

跡
付
け
る
と
、
そ
こ
に
は
実
は
、
こ
の
「
教
養
」
に
相
当
す
る
語
が
欠
け
て
お
り
、
こ
の
語

が
完
全
に
『
西
国
立
志
編
』
に
固
有
の
、
独
自
の
表
現
（
要
す
る
に
、
意
訳
）
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
わ
れ
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
教
養
」
と
い
う
語
は
欧
文
脈
の
中
か
ら
で
は

な
く
、
漢
文
脈
（
ひ
い
て
は
、
和
文
脈
）
の
中
か
ら
、
そ
の
産
声
を
上
げ
た
語
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
※
）

（
※
）
念
の
た
め
、
以
下
に
『
自
助
論
』
の
原
文
を
掲
げ
て
お
く
。W
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こ
の
よ
う
に
し
て
振
り
返
る
と
、
こ
の
『
西
国
立
志
編
』
が
出
版
さ
れ
、
そ
れ
が
福
澤
諭

吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
並
ん
で
、
ま
さ
し
く
明
治
時
代
の
最
高
の
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に

な
っ
た
頃
、
も
っ
ぱ
ら
「
教
養
」
は
「
教
養
す
る
」
と
い
う
他
動
詞
形
で
使
わ
れ
て
お
り
、

裏
を
返
せ
ば
、
そ
こ
に
は
名
詞
形
の
「
教
養
」
が
、
い
ま
だ
姿
を
見
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。（
※
）
と
言
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
名
詞
形
の
「
教
養
」
が
成
り

立
つ
こ
と
で
、
私
た
ち
の
国
の
「
教
養
」
の
歴
史
に
は
、
実
に
大
き
な
、
画
期
的
な
変
化
が

教
養
の
哲
学
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に
、
そ
の
三
年
後
（
明
治
三
十
年
）
に
は
帝
国
大
学
が
東
京
帝
国
大
学
と
改
称
さ
れ
、
そ
こ

に
新
し
く
創
設
さ
れ
る
の
が
国﹅
語﹅
研﹅
究﹅
室﹅
で
あ
る
こ
と
を
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
、
た
か
だ
か

十
年
近
い
間
に
は
、
和
語
（
あ
る
い
は
、
和
文
）
か
ら
国
語
（
あ
る
い
は
、
国
文
）
へ
の
、

私
た
ち
の
国
の
歴
然
と
し
た
、
国
語
教
育
の
一
大
転
換
期
の
跡
が
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
よ
う
。
（
※
）
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
、
上
は
大
学
か
ら
、
下
は
小
学
校
や
中

学
校
に
至
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
近﹅
代﹅
的﹅
公﹅
教﹅
育﹅
の
網
の
目
の
中
に
、
そ
っ
く
り
巻
き
込
ま
れ

て
い
く
時
期
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。

（
※
）
ち
な
み
に
、
博
言
学
が
言﹅
語﹅
学﹅
に
、
そ
の
名
を
改
め
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
明
治
三
十
三
年
（
す
な

わ
ち
、
一
九
〇
〇
年
）
の
時
点
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
う
や
ら
上
田
萬
年
は
国
語
研
究
室
の
研﹅
究﹅
室﹅

を
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
語
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（S

em
in
a
r

）
に
倣
い
、
そ
の
訳
語
と
し
て
使
用
し
た
よ

う
で
あ
る
。

四

さ
て
、
こ
の
辺
り
で
本
稿
も
、
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
踏
み
入
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以

下
に
再
度
、
本
稿
の
冒
頭
に
立
ち
返
り
、
そ
の
文
言
を
繰
り
返
そ
う
。

本
稿
は
「
教
養

の
哲
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
が
、
題
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
通
称
、
邦
文
題
目
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
通
称
、
漢
文
題
目
や
、
さ
ら
に
通
称
、
欧
文
題
目
に
置
き
換
え
る
と
、
ど
う

よ
う
な
表
記
に
な
り
う
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
掛
け
か
ら
、
本
稿
の
話
は
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
本
稿
の
表

題
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
種
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
か
ら
説
き
起
こ
し
、
結
果
的
に
、
そ

の
居
心
地
の
悪
さ
の
実
態
に
は
説
き
及
ば
な
い
ま
ま
、
本
稿
は
現
時
点
に
至
っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
そ
の
居
心
地
の
悪
さ
が
直
接
的
に
、
邦
文
や
漢
文
や
欧
文
と
い
う
語
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
了
解
済
み
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
度
は
少
し
、
そ
の
点

を
具
体
的
な
形
で
説
き
明
か
し
て
み
た
い
。

最
初
に
、
ま
ず
漢﹅
文﹅
の
側
か
ら
。
漢
文
で
言
え
ば
、
本
稿
の
表
題
（「
教
養
の
哲
学
」）
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
教
養
哲
学
」
と
置
き
換
え
ら
れ
う
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際

の
「
教
養
」
と
「
哲
学
」
が
共
に
、
同
じ
漢
字
表
記
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
と
し
て

も
、
こ
の
双
方
の
語
の
間
に
は
、
そ
も
そ
も
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
し
、
そ
の
隔
た
り
を
仮
に
、
こ
こ
で
私
た
ち
が
な﹅
お﹅
ざ﹅
り﹅
に
し
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
で
は
「
教
養
哲
学
」
と
い
う
漢
文
題
目
が
、
そ
の
ま
ま
本
稿
の
漢
文
題
目
と
し
て
罷
り

通
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
れ
ば
、
私
た
ち
の
答
え
は
即
座
に
、
否
（
ノ
ー
）
で
あ
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
（
※
）

（
※
）
本
稿
で
は
、
こ
と
さ
ら
「
哲
学
」
と
い
う
語
の
来
歴
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
の
語
が
元

来
、
例
え
ば
英
語
のp

h
ilo
so
p
h
y

の
訳
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
漢
語
で
は
な
く
、
最

初
は
西
周
に
よ
っ
て
「
希
賢
学
」
や
「
希
哲
学
」
と
訳
さ
れ
た
後
、
結
果
的
に
「
哲
学
」
に
落
ち

着
く
に
至
っ
た
経
緯
を
押
さ
え
て
お
け
ば
充
分
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
日﹅
本﹅
語﹅
は
、
今
や
中
国
語

に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
私
た
ち
が
現
在
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
教
養
」
と
呼
ん
で
い
る
語

は
、
そ
の
起
源
を

れ
ば
、
確
か
に
漢
語
に
行
き
着
く
が
、
そ
の
際
の
「
教
養
」
と
は
文
字

通
り
に
、
誰
か
が
誰
か
を
教
え
、
養
う
こ
と
が
原
義
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
孝﹅

養﹅
や
供﹅
養﹅
と
い
う
語
と
も
結
び
付
き
、
生
者
で
あ
れ
死
者
で
あ
れ
、
誰
か
が
誰
か
を
、
養
う

こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
紐
解
く
と
、
そ
こ
に
は
『
後
漢
書
』
の
用
例
（「
教
養
子
孫
」）
が
引
か
れ

て
お
り
、
こ
の
語
が
元
来
、
親
と
子
（
ひ
い
て
は
、
孫
）
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
孝﹅
養﹅
や
供﹅
養﹅
は
教﹅
養﹅
と
は
違
っ
て
、
そ
の
字
面
の
通
り
に
子
（
ひ

い
て
は
、
孫
）
が
親
の
側
に
、
逆
に
孝﹅
行﹅
（
い
わ
ゆ
る
、
親
孝
行
）
を
し
て
、
そ
の
死
後
に
は
霊

前
に
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
孝﹅
養﹅
を
日
本
語
で
は
、
古
く
は
キ
ョ

ウ
ヨ
ウ
と
読
み
、
や
が
て
コ
ウ
ヨ
ウ
と
読
む
に
至
る
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
国
の
漢
字
の
音
読
の

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
62
集
（
二
〇
一
二
）
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た
、
和
歌
山
の
出
身
で
あ
る
。

こ
の
英
和
辞
典
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ヘ﹅
ボ﹅
ン﹅
（
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
カ
ー
テ
ィ

ス
・
ヘ
プ
バ
ー
ン
）
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
末
年
（
一
八
六
七
年
）
に
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
国﹅
語﹅
が
見
出
し
語
と
し
て
登
録
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
十
九
年
後

の
第
三
版
が
最
初
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
ヘ
ボ
ン
の
、
い
わ
ゆ
る
ヘ﹅
ボ﹅
ン﹅
式﹅
ロ﹅
ー﹅
マ﹅
字﹅
も
採

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
国﹅
語﹅
（K

o
k
u
g
o

）
に
ヘ
ボ
ン
の
宛
が
っ
て
い
る
英

語
（
す
な
わ
ち
、
訳
語
）
と
は
、
一
つ
に
はT

h
e la

n
g
u
a
g
e o

f a co
u
n
try

で
あ
り
、
も
う

一
つ
に
はn

a
tio
n
a
l la

n
g
u
a
g
e

で
あ
っ
た
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
時
点
を
契
機
に
し
て
、
国
語
に
は
本
来
の
意
味
（
す
な
わ
ち
、

あ
る
一
国
の
言
語
）
と
並
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
国﹅
家﹅
言﹅
語﹅
（
も
し
く
は
、
国﹅
民﹅
言﹅
語﹅
）
と
し
て

の
国
語
の
用
法
が
姿
を
現
わ
し
、
や
が
て
後
者
が
前
者
を
押
し
退
け
、
そ
の
首
位
の
座
を
奪

い
取
る
、
文
字
通
り
の
下﹅
克﹅
上﹅
の
段
階
が
待
っ
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
明
治
二

十
年
代
と
、
そ
れ
に
続
く
三
十
年
代
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
端
的
に
私
た
ち
の
国
で
、

い
わ
ゆ
る
国﹅
語﹅
教﹅
育﹅
が
頭
を
擡
げ
る
時
期
と
も
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
国
語
教

育
の
発
信
地
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
国﹅
語﹅
学﹅
や
国﹅
文﹅
学﹅
や
、
あ
る
い
は
国﹅
語﹅
科﹅
や
国﹅
文﹅
科﹅
が
成

り
立
つ
時
期
と
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

分
か
り
や
す
い
目
安
と
な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
の
第
三
版

が
刊
行
さ
れ
た
の
と
同
じ
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
年
）
の
「
帝
国
大
学
令
」
の
公
布
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
付
随
し
て
行
な
わ
れ
た
文
科
大
学
（
要
す
る
に
、
後
の
文
学
部
）

の
改
組
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
こ
の
改
組
に
伴
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
国﹅
語﹅
学﹅
や
国﹅
文﹅
学﹅

は
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
。
（
※
）
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
国﹅
語﹅
学﹅
や
国﹅
文﹅
学﹅
が
、
そ

の
ま
ま
英
吉
利
（
イ
ギ
リ
ス
）
や
独
逸
（
ド
イ
ツ
）
や
仏
蘭
西
（
フ
ラ
ン
ス
）
と
、
言
語
面

で
も
文
学
面
で
も
肩
を
並
べ
る
、
文
字
通
り
の
国﹅
際﹅
的﹅
（in

tern
a
tio
n
a
l

）
な
地
位
を
主
張

す
る
に
至
っ
た
段
階
で
も
あ
る
。

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
国
語
学
と
国
文
学
の
双
方
の
用
例
に
、
同
じ
明
治
二
十
六
年
（
一
八

九
三
年
）
の
「
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
講
座
種
類
及
其
数
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

「
文
科
大
学

国
語
学
国
文
学
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
段
階
に
折
し
も
、
足
掛
け
五
年
に
及
ぶ
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
、

そ
の
帰
朝
報
告
の
講
演
に
、
は
な
は
だ
印
象
的
な
「
国
語
と
国
家
と
」
と
い
う
題
目
を
掲
げ

た
の
が
、
当
時
、
二
十
八
歳
の
上
田
萬
年
で
あ
っ
た
。
（
※
）
田
中
克
彦
の
指
摘
に
も
あ
る
よ

う
に
、
こ
の
数
年
間
に
私
た
ち
の
国
の
、
ま
さ
し
く
国
語
教
育
の
誕
生
秘
話
が
畳
み
込
ま
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
の
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
、
最
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の

が
、
こ
の
上
田
萬
年
の
よ
う
で
あ
る
。

（
※
）
上
田
萬
年
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
田
中
克
彦
の
著
書
と
、
そ
こ
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
、
イ
・
ヨ
ン

ス
ク
の
『「
国
語
」
と
い
う
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
や
『「
こ
と
ば
」
と
い
う
幻
影
』

（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
な
お
、
上
田
萬
年
が
欧
州
留
学
に
向
か
う
の
は
、
明
治

二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
の
大
学
院
生
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
、
彼
は
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
が
、
こ
の
頃
の
彼
の
、
い
わ
ゆ
る
国
語
の
用
法
が
、
そ
れ
ほ
ど
一
面
的
に
国
家
言
語
（
も

し
く
は
、
国
民
言
語
）
と
し
て
の
国
語
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
早
計
で
あ

り
、
速
断
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
『
日
本
語
の
歴
史
』
の
「（
６
）
新
し
い
国
語

へ
の
歩
み
」（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
の
中
に
指
摘
済
み
で
あ
り
、
前
掲
の
前
島
密
に
し
て
も
西

周
に
し
て
も
、
こ
の
点
は
当
て
嵌
ま
る
。
分
か
り
や
す
い
の
は
、
例
え
ば
仮
名
書
魯
文
が
『
西
洋

道
中
膝
栗
毛
』
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
国
語
や
国
文
に
注
釈
を
差
し
挟
み
、
こ
れ
を
「
共
に
我
国

を
さ
し
て
い
ふ
」
と
、
明
記
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

実
際
、
彼
が
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
年
）
に
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
時
、
そ
の
名
称

が
和﹅
文﹅
学﹅
科﹅
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
し
、
逆
に
、
や
が
て
彼
が
帰
国
と
共
に
初
代
教
授

に
就
任
す
る
の
が
、
同
じ
帝
国
大
学
の
博﹅
言﹅
学﹅
（
現
在
の
、
言
語
学
）
講
座
で
あ
り
、
さ
ら

教
養
の
哲
学

―68―



し
く
、
そ
の
伝
承
か
ら
、
こ
の
『
国
語
』
に
は
盲﹅
史﹅
の
別
名
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
『
国
語
』
の
中
に
は
文
字
通
り
に
、
合
わ
せ
て
八
つ
の
国
の
語
（
す
な
わ

ち
、
そ
の
国
の
歴
史
）
が
書
き
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
『
国
語
』
は
順
番
に
、
周
語
、

魯
語
、
斉
語
、
晋
語
、
鄭
語
、
楚
語
、
呉
語
、
越
語
と
呼
ん
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

の
『
国
語
』
に
お
い
て
国﹅
語﹅
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
、
別
々
の
国
の
歴
史
（
い
わ
ゆ

る
、
国
別
史
や
各
国
史
）
を
語
っ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
決
し
て
現
在
の
よ
う
な
、
あ
る
特

定
の
国
の
国﹅
語﹅
を
指
し
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

多
分
、
こ
の
よ
う
な
国
語
の
使
い
方
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
、
そ
し
て
近
世
へ
と
、
私

た
ち
の
国
で
も
引
き
継
が
れ
、
定
着
す
る
に
至
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
、
例
え
ば
前
掲

の
『
解
体
新
書
』
の
中
の
用
例
（「
和
蘭
国
語
」）
は
、
こ
の
語
が
斬
新
な
、
画
期
的
な
語
で

あ
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
、
従
来
の
漢
語
の
用
法
の
中
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
う
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
国
語
の
用
法
と
、
そ
の
語﹅
感﹅
（
ニ
ュ
ア
ン
ス
）
は
、
ど
う
や
ら

明
治
時
代
以
降
は
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
語
の
用
法
の
変
化

と
、
そ
の
趨
勢
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
柳
田
國
男
は
『
国
語
の
将
来
』
の
中
で
、
こ
の
「
国
語

と
い
ふ
言
葉
は
、
そ
れ
自
身
新
し
い
漢
語
で
あ
る
。
是
に
当
る
語
は
、
古
い
日
本
語
に
は
無

い
や
う
に
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。（
※
）
無
論
、
こ
こ
で
柳
田
國
男
の
述
べ
て
い
る
「
国
語

と
い
ふ
言
葉
」
こ
そ
、
私
た
ち
が
今
で
も
引
き
続
き
、
そ
の
ま
ま
国﹅
語﹅
と
呼
ん
で
い
る
も
の

に
他
な
ら
ず
、
そ
の
国﹅
語﹅
を
彼
（
柳
田
國﹅
男﹅
）
は
、
は
な
は
だ
印
象
的
に
「
新
し
い
漢
語
」

と
称
し
、
こ
の
語
が
「
古
い
日
本
語
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
背
後
に
は
私
た
ち
の
国
が
、
こ
の
よ
う
な
「
新
し
い
漢
語
」
を
駆
使
し
つ
つ
、
慌
し
い

翻﹅
訳﹅
の
行
為
に
汲
々
と
し
て
い
た
事
態
が
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。

（
※
）
柳
田
國
男
の
『
国
語
の
将
来
』
が
出
版
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
年
）
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
一
文
は
「
国
語
の
成
長
と
い
ふ
こ
と
」
と
題
さ
れ
て
、
あ
ら
か
じ
め
三
年
前
に
行

な
わ
れ
た
講
演
の
、
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
以
上
、
柳
田
國
男
と
国﹅
語﹅
の
関
係

に
つ
い
て
、
立
ち
入
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
が
、
さ
ら
に
問
題
と
し
て
浮
上
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
は
、
い
わ
ゆ
る
標﹅
準﹅
語﹅
の
問
題
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
、
方﹅
言﹅
の
問
題
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
『
国
語
の
将
来
』
の
一
文
を
引
い
て
、
私
た
ち
が
現
在
、
国
語
と
呼
ん
で
い

る
語
が
新
し
い
、
文
字
通
り
の
「
時
代
の
新
語
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
簡
潔

な
、
的
確
な
論
評
を
加
え
て
い
る
の
は
、
田
中
克
彦
の
『
こ
と
ば
と
国
家
』
で
あ
る
。
（
※
）

以
下
、
こ
の
論
評
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
で
も
国
語
が
「
時
代
の
産
物
」
で
あ
り
、
こ
の

当
時
の
「
歴
史
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
直

し
て
お
き
た
い
。

（
※
）
田
中
克
彦
の
『
こ
と
ば
と
国
家
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
年
）
か
ら
、
そ
の
第
五
章
（「
母
語
か

ら
国
家
語
へ
」）
を
参
照
。
ま
た
、
田
中
克
彦
に
は
同
書
以
外
に
も
、
例
え
ば
『
言
語
の
思
想
』（
一

九
七
五
年
）
や
『
言
語
か
ら
み
た
民
族
と
国
家
』（
一
九
七
八
年
）
の
中
に
、
あ
る
い
は
『
国
家
語

を
こ
え
て
』
（
一
九
八
九
年
）
の
中
に
、
ほ
ぼ
類
似
の
指
摘
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
当
時
の
、
と
言
っ
た
の
は
、
ざ
っ
と
明
治
二
十
年
代
の
前
後
を
指
し
示
し
、
ど
う
や

ら
古
く
は
三
宅
米
吉
や
、
あ
る
い
は
物
集
高
見
の
用
例
に
ま
で

り
う
る
よ
う
で
あ
る
が
、

分
か
り
や
す
い
の
は
私
た
ち
の
国
の
、
最
初
の
和
英
辞
典
（『
和
英
語
林
集
成
』）
の
見
出
し

語
に
、
は
じ
め
て
国﹅
語﹅
（K

o
k
u
g
o

）
が
登
録
さ
れ
た
年
、
す
な
わ
ち
、
明
治
一
九
年
（
一
八

八
六
年
）
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
（
※
）

（
※
）
三
宅
米
吉
の
用
例
は
、
明
治
十
八
年
の
「
方
言
取
調
仲
間
の
趣
意
書
」
の
中
に
、
物
集
高
見
の
用

例
は
、
そ
の
翌
年
の
『
言
文
一
致
』
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
に
先
立
っ
て
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
す
で
に
国
語
が
現
在
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
も
疑
い
は
な
く
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
も
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
年
）
の
前

島
密
（「
漢
字
御
廃
止
之
議
」）
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
宅
米
吉
は
言
わ
ず
と
知
れ
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年
（
一
八
九
八
年
）
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
記
事
で
あ
り
、
後
者
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇

五
年
）
の
『
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
』
が
初
出
で
あ
る
。
単
純
に
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
当
時
（
す
な
わ
ち
、

十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
転
換
期
）
に
至
っ
て
も
、
い
ま
だ
国
語
は
舶
来
品
の
、
翻
訳
語
の
面
影

を
留
め
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
事
実
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
軽
い
驚
き
を
覚
え
る
と
共
に
、
む
し
ろ
爽
や
か
な
、
あ

る
種
の
開
放
感
を
催
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
元
来
、
私
た
ち
に
は

翻
訳
語
と
し
て
産
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
自﹅
国﹅
語﹅
で
あ
ろ
う
と
他﹅
国﹅
語﹅
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ

も
国﹅
語﹅
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
の
な
い
、
言
っ
て
み
れ
ば
公
平
な
、
対
等
の
言
語
の
関
係

を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
た
国﹅
語﹅
の
原
点
に
、
こ
う
し
て
今
、
ふ
た
た
び
立
ち
返
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
（
※
）

（
※
）
そ
も
そ
も
国
語
の
国﹅
を
、
私
た
ち
が
コ﹅
ク﹅
と
音
読
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
く﹅
に﹅
と
訓
読
す
る
の
か

で
、
こ
の
語
の
指
示
対
象
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
を
く﹅
に﹅
こ﹅
と﹅
ば﹅
と
い
う
形

で
読
み
替
え
る
時
、
そ
れ
は
元
来
、
い
わ
ゆ
る
方﹅
言﹅
の
こ
と
を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
た
。『
日
本
国

語
大
辞
典
』
の
用
例
に
は
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
用
法
は
、
そ
の
ま
ま
明
治
時
代
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
読
み
方

を
変
え
な
い
ま
ま
、
現
在
の
国
語
の
意
味
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
言
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
国
語
は
和
語
や
邦
語
と
は
違
っ
て
、
あ
る
特
定
の
地
域
や
、

そ
こ
に
住
む
人
々
（
い
わ
ゆ
る
、
国
民
や
民
族
）
を
指
し
示
す
語
で
は
な
い
し
、
そ
こ
か
ら

必
然
的
に
、
日
本
や
日
本
人
が
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
語
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
がE

n
g
lish

と
言
え
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
は
英﹅
語﹅
で
あ

っ
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
国﹅
語﹅
で
あ
る
よ
う
に
。
（
※
）

（
※
）
唐
突
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
』
の
中
で
、

主
人
公
の
ブ
ラ
ン
チ
・
デ
ュ
ボ
ア
に
向
か
っ
て
、
そ
の
職
業
（
高
校
教
師
）
と
担
当
教
科
を
、
彼

女
の
妹
の
夫
（
ス
タ
ン
リ
ー
・
コ
ワ
ル
ス
キ
ー
）
が
尋
ね
る
場
面
が
あ
る
。
彼
女
の
答
え
は
、
英

語
で
言
え
ばE

n
g
lish

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
と
英﹅
語﹅
に
な
る
の
か
、
そ
れ

と
も
国﹅
語﹅
に
な
る
の
か
。
無
論
、
正
解
は
後
者
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
は﹅
ず﹅
が
は﹅
ず﹅
で
は
な
く
な
り
、
何
時
の
間

に
か
国﹅
語﹅
と
言
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
の
、
日
本
人
の
読
み
書
き
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
言

語
（
す
な
わ
ち
、
日
本
語
）
の
こ
と
を
指
し
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
何
故
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
語
の
原
点
が
済﹅
し﹅
崩﹅
し﹅
に
さ
れ
、
や
が
て
私
た
ち

の
知
っ
て
い
る
、
私
た
ち
の
使
っ
て
い
る
、
現
在
の
国﹅
語﹅
の
用
法
が
姿
を
現
わ
し
、
そ
れ
が

次
第
に
既
成
事
実
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
の
、
ど
の
よ
う
な
経

緯
に
お
い
て
生
じ
た
出
来
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
簡
単
に
、
そ
の
見
取
り
図
を
提
示

し
て
お
き
た
い
。

三

最
初
に
、
ま
ず
単
純
な
事
実
の
確
認
か
ら
済
ま
せ
て
お
こ
う
。
国
語
と
は
、
も
と
も
と
日

本
語
（
と
言
う
よ
り
も
、
和
語
）
で
は
な
く
、
漢
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
は
古

く
か
ら
私
た
ち
の
国
で
も
、
馴
染
み
の
深
い
、
よ
く
知
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

何
し
ろ
、
こ
の
語
を
書
名
に
掲
げ
て
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
時
代
の
中
国
の
歴
史
を
記
録
し
た
の

が
『
国
語
』
で
あ
っ
た
か
ら
。
（
※
）

（
※
）
な
お
、
こ
の
『
国
語
』
と
並
ん
で
、
中
国
の
春
秋
時
代
の
史
書
と
し
て
、
よ
り
儒
教
的
で
、
権
威

的
な
注
釈
書
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
題
名
の
通
り
に
、
孔
子
の
『
春
秋
』
に
『
国

語
』
と
同
様
、
魯
の
太
史
（
要
す
る
に
、
歴
史
編
纂
の
担
当
官
吏
）
の
左﹅
氏﹅
（
左
丘
明
）
が
注
釈

を
施
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
前
者
を
「
春
秋
内
伝
」
と
称
す
る
の
に
対
し
、

後
者
は
「
春
秋
外
伝
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
左
丘
明
は
盲
目
の
太
史
で
あ
っ
た
ら

教
養
の
哲
学
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で
あ
ろ
う
か
。

（
※
）
参
考
ま
で
に
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
和﹅
語﹅
の
項
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
『
日
本

霊
異
記
』
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
が
平
安
時
代
の
初
期
に
は
、
す

で
に
成
立
済
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
問
い
掛
け
は
、
お
そ
ら
く
言
語
学
的
な
問
い
掛
け
で
は
な
く
、
は
な
は
だ
政﹅

治﹅
学﹅
的﹅
な
問
い
掛
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
国
文
や
国
語
と
、
そ
れ
に
対
す

る
和
文
や
和
語
と
の
、
さ
ら
に
は
邦
文
や
邦
語
と
の
、
も
う
一
つ
の
権﹅
力﹅
関﹅
係﹅
が
隠
さ
れ
て

い
る
。
も
う
一
つ
の
、
と
言
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
漢
文
や
漢
語
と
の
、
あ
る
い
は
欧
文
や
欧

語
と
の
、
よ
り
明
瞭
な
、
よ
り
際
立
っ
た
権
力
関
係
が
重
な
り
合
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
か

ら
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
外﹅
的﹅
な
権
力
関
係
に
比
べ
て
、
こ
ち
ら
の
内﹅
的﹅
な
権
力
関
係
の

方
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
（
※
）

（
※
）
私
た
ち
の
国
で
、
結
果
的
に
欧﹅
語﹅
と
い
う
語
が
流
布
し
え
な
か
っ
た
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

が
、
お
そ
ら
く
当
時
の
私
た
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
欧﹅
語﹅
と
い
う
同
一
性
よ
り
も
、
例
え
ば
英
吉

利
（
イ
ギ
リ
ス
）
語
、
独
逸
（
ド
イ
ツ
）
語
、
仏
蘭
西
（
フ
ラ
ン
ス
）
語
と
い
っ
た
差
異
性
の
方

が
、
は
る
か
に
重
要
な
指
標
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
私
た
ち
が
英﹅
吉﹅
利﹅
語﹅
の

こ
と
を
、
現
在
の
よ
う
に
英﹅
語﹅
と
呼
ぶ
（
と
言
う
よ
り
も
、
縮
め
る
）
習
慣
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
末
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

単
純
な
対
比
を
宛
が
え
ば
、
和
文
や
和
語
の
対
義
語
と
な
る
の
が
、
漢
文
や
漢
語
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
邦
文
や
邦
語
の
対
義
語
と
な
る
の
は
、
欧
文
や
欧
語
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
そ

の
よ
う
な
形
で
今
日
ま
で
、
こ
れ
ら
の
対
義
語
を
私
た
ち
は
使
っ
て
い
る
し
、
こ
の
よ
う
な

言
い
回
し
が
私
た
ち
に
は
、
そ
れ
な
り
に
し﹅
っ﹅
く﹅
り﹅
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
が
、
そ
れ

な
ら
ば
国
文
や
国
語
の
対
義
語
と
な
る
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
問
い
掛
け
て
み
る
と
、
こ
の
三
つ
の
対
義
語
の
間
に
は
、
実
は
性
格
を
異
に

す
る
、
か
な
り
明
瞭
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
先

の
二
つ
の
対
義
語
が
、
一
方
に
は
和﹅
と
漢﹅
と
い
う
形
で
、
一
方
に
は
邦﹅
と
欧﹅
と
い
う
形
で
、

そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
地﹅
域﹅
を
指
し
示
す
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
国
文
や
国
語
の
国﹅

と
は
、
あ
る
特
定
の
地
域
を
指
し
示
す
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
当
面
、
私
た
ち
（
い
わ
ゆ
る
、
日
本
人
）
に
は
日﹅
本﹅
を
指
し
示
し
て

い
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
し
、
国
文
や
国
語
と
言
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
日﹅
本﹅
語﹅
の
文
字
や
文
章

や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
言
語
（
要
す
る
に
、
日
本
語
）
の
謂
で
あ
る
点
に
つ
い
て

は
、
言
を
俟
た
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
は
私
た
ち
は
常
に
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
形
で
国
文
や
国
語
の
意
味
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
、
あ
る
ま
い
。
何
故
な
ら
、
そ
も
そ
も
国﹅
文﹅
と
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ

る
と
、
ま
ず
「
そ
の
国
の
国
語
で
書
い
た
文
章
」
で
あ
り
、
決
し
て
日﹅
本﹅
語﹅
そ
れ
自
体
を
特

定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
何
語
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の

国﹅
語﹅
を
使
う
側
の
立
場
に
よ
っ
て
、
こ
の
国﹅
語﹅
の
種
類
は
千
差
万
別
に
変
化
を
遂
げ
る
の
が

原
則
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
特
に
、
漢
文
や
外
国
語
で
書
い
た
文
章
に
対
し
て
、
日
本
語
で
書

い
た
文
章
や
文
字
」
を
指
し
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
特
殊
な
立
場
で

あ
り
、
特
殊
な
事
情
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
よ
り
明
快
な
の
は
国﹅
語﹅
の
方
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
再
度
、
こ
こ
で
も

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
を
引
く
と
、
そ
こ
に
は
真
っ
先
に
『
解
体
新
書
』（
一
七
七
四

年
）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
、
さ
ら
に
西
周
の
『
百
学
連
環
』（
一
八
七
〇
年
）
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
国
語
が
翻﹅
訳﹅
語﹅
と
し
て
、
私
た
ち
の
国
で
成
り
立
っ
て
き
た
経

緯
を
窺
わ
せ
う
る
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
が
現
在
、
国
語
と
呼
ん
で
い
る
語
そ
れ
自
体
は
、

例
え
ば
英
語
のla

n
g
u
a
g
e

の
翻
訳
語
と
し
て
産
み
出
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
、
い

わ
ゆ
る
舶
来
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
※
）

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
こ
の
後
に
二
例
、
朝
比
奈
和
泉
の
新
聞
記
事
（「
日
本
今
後
の
文
字

と
文
章
」）と
、
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
明
治
三
十
一

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
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国
学
を
国
学
者
は
、
和
学
や
古
学
や
皇
学
と
置
き
換
え
た
が
、
決
し
て
邦﹅
学﹅
と
は
置
き
換
え
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
も
う
一
つ
の
邦﹅
文﹅
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
用
例

が
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
は
和
文
や
国
文
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
年
代
測
定
を

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
邦
文
に
は
、
そ
の
対
義
語
に
欧﹅
文﹅
が
想
定
さ
れ
ざ

る
を
え
な
い
以
上
、
こ
れ
が
和
文
や
国
文
よ
り
も
古
い
、
さ
ら
に
深
い
歴
史
の
層
に
錘
鉛
を

下
ろ
す
可
能
性
は
、
皆
無
に
等
し
い
。
（
※
）

（
※
）
参
考
に
な
る
の
は
、
例
え
ば
邦﹅
語﹅
と
い
う
言
い
回
し
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
い
回
し
が
姿
を
見
せ
る

の
も
、
ど
う
や
ら
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
明
治
時
代
の
初
頭
で
あ
り
、
そ
の
用
例
に
は

中
村
正
直
（
訳
）
の
『
西
国
立
志
編
』
の
原
序
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
邦﹅
文﹅

訳﹅
（
ひ
い
て
は
、
邦﹅
訳﹅
）
の
用
例
に
は
、
有
島
武
郎
の
『
或
る
女
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
振
り
返
る
と
、
私
た
ち
が
普
段
、
和
文
や
国
文
、
あ
る
い
は
邦

文
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
か
な
り
成
立
年
代
の
新
し
い
、
時
代
を

っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い

江
戸
時
代
の
後
期
に
し
か

り
着
け
ず
、
十
九
世
紀
の
初
頭
に
達
す
る
の
が
山
々
の
、
割
り

切
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
近
代
に
特
有
の
、
独
自
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
母
胎
に
は
、
江
戸
時
代
で
あ
れ
ば
漢﹅
語﹅
や
漢﹅
文﹅
や
漢﹅
学﹅
が
、
明
治

時
代
で
あ
れ
ば
洋﹅
語﹅
や
洋﹅
文﹅
や
洋﹅
学﹅
が
、
い
ず
れ
も
直
接
の
成
立
要
件
と
し
て
、
介
在
し
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
う
る
。
（
※
）
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
一
度
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

私
た
ち
は
自
分
自
身
の
側
か
ら
、
主
体
的
な
形
で
産
み
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
事

実
を
銘
記
し
て
、
以
下
に
本
稿
の
表
題
の
説
明
を
続
け
る
。

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
紐
解
く
限
り
、
私
た
ち
の
国
に
欧﹅
文﹅
と
い
う
語
は
流
布
し
た
が
、
欧﹅
語﹅
や

欧﹅
学﹅
と
い
う
語
は
流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
多
分
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
語
が
洋﹅
語﹅
や
洋﹅

文﹅
や
洋﹅
学﹅
と
し
て
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
末
期
に
生
ま
れ
、
定
着
す
る
に
至
っ
た
の
が
一
因
で
は

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
そ
の
代
表
格
が
洋﹅
学﹅
塾﹅
や
洋﹅
学﹅
所﹅
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
私
た
ち
の
国
の
、

い
わ
ゆ
る
大﹅
学﹅
の
歴
史
も
始
ま
っ
て
い
る
。

二

繰
り
返
す
。
本
稿
は
、
差
し
当
た
り
「
教
養
の
哲
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
「
教
養
の
哲
学
」
と
い
う
題
目
は
、
一
般
に
邦
文
題
目
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

前
提
に
し
て
、
今
度
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
邦
文
題
目

を
私
た
ち
が
、
和
文
題
目
と
呼
び
直
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
は
た
し
て
国
文
題
目
と

呼
び
直
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

お
そ
ら
く
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
言
い
回
し
を
私
た
ち
は
、
こ
の

紀
要
の
「
執
筆
要
領
」
の
、
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り

も
、
そ
の
よ
う
な
言
い
回
し
自
体
が
私
た
ち
に
は
、
何
か
違
和
感
の
あ
る
、
不
自
然
な
も
の

に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
。

突
き
詰
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
か
、
私
た
ち

を
た﹅
め﹅
ら﹅
わ﹅
せ﹅
る﹅
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
た﹅
め﹅
ら﹅
い﹅
は
、
い
っ
た
い
何
に
由
来
し
、
何
に

及
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
今
度
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
逆
に
発
し
て
み

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
私
た
ち
の
国
の
文
学
（
い
わ
ゆ
る
、
日
本
文
学
）
と
、
そ
の
文

学
を
研
究
す
る
学
問
を
、
私
た
ち
が
一
般
に
国﹅
文﹅
学﹅
と
は
呼
ん
で
も
、
こ
れ
を
和﹅
文﹅
学﹅
や
邦﹅

文﹅
学﹅
と
は
呼
ば
な
い
の
は
、
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
を
国﹅
語﹅
学﹅
と
和﹅
語﹅
学﹅
と
の
間
の
関
係
に
、
さ
ら
に
は
邦﹅
語﹅
学﹅
と
の
間
の

関
係
に
、
置
き
換
え
て
も
構
わ
な
い
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
が
今
で
も
、
日
常
的
に
和
文
や

和
語
、
邦
文
や
邦
語
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
和
文
学
や
和
語
学
、
邦
文

学
や
邦
語
学
に
ま
で
拡
張
し
え
な
い
理
由
は
、
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
※
）

裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
際
の
禁﹅
じ﹅
手﹅
が
、
ど
う
し
て
国
文
や
国
語
に
対
し
て
は
許
さ
れ
う
る
の

教
養
の
哲
学
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典
』
に
従
う
限
り
、
ど
う
や
ら
漢﹅
語﹅
は
平
安
時
代
の
初
頭
（『
続
日
本
紀
』）
が
初
出
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
漢﹅
字﹅
の
方
は
、
何
と
鎌
倉
時
代
の
初
期
（『
古
事
談
』）
が

初
出
の
よ
う
で
あ
る
。

（
※
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
に
は
、
最
初
に
高
階
積
善
の
編
纂
し
た
漢
詩
集
（『
本
朝
麗
藻
』）
が

挙
げ
ら
れ
、
そ
の
後
に
『
日
葡
辞
書
』
や
『
椿
説
弓
張
月
』
や
、
さ
ら
に
徳
富
蘆
花
の
『
思
出
の

記
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
が
私
た
ち
の
国
で
連
綿
と
、
古
代
か
ら
中
世

へ
と
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
、
引
き
継
が
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
論
、
現

代
に
も
。
な
お
、
こ
れ
以
降
、
本
稿
が
依
拠
す
る
の
は
旧
版
（
昭
和
四
十
八
年
版
）
の
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
で
あ
る
の
で
、
念
の
た
め
。

逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
漢
文
の
古﹅
さ﹅
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
た
歴
然
と
し
て
い
る
の
は

欧
文
の
新﹅
し﹅
さ﹅
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
私
た
ち
に
と
っ
て
欧﹅
文﹅
と
は
、
そ
の
名
の
通

り
に
欧﹅
州﹅
（
す
な
わ
ち
、
欧﹅
羅﹅
巴﹅
州﹅
）
の
文
字
や
文
章
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
々

と
の
交
流
が
密
に
な
ら
な
い
限
り
、
こ
の
語
の
成
り
立
ち
も
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
贅

言
を
要
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
語
の
成
り
立
ち
は
十
九
世
紀
の
後
半
以
前
に
は

り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
（
※
）

（
※
）
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
に
は
国
木
田
独
歩
の
『
馬

上
の
友
』
と
高
見
順
の
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
が
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と

は
、
こ
の
語
の
成
立
は
私
た
ち
の
予
想
以
上
に
新
し
く
、

っ
て
も
二
十
世
紀
の
初
頭
で
あ
り
、

十
九
世
紀
に
は
至
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
そ
の
点
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
語

が
元
来
、
欧
文
の
前
に
は
横﹅
文﹅
と
し
て
、
一
般
に
流
布
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方

の
用
例
に
は
、
仮
名
書
魯
文
の
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
と
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
、

そ
れ
ぞ
れ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
跡
付
け
る
と
、
一
方
に
は
漢
文
の
古
さ
（
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
古
代

性
や
中
世
性
、
ひ
い
て
は
近
世
性
）
が
、
も
う
一
方
に
は
欧
文
の
新
し
さ
（
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
の
近
代
性
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
両
者
に

差
し
挟
ま
れ
て
、
い
っ
た
い
邦
文
（
も
し
く
は
、
和
文
）
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態

が
指
摘
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
見
、
こ
の
問
い
は
厄
介
な
、
面
倒
な
問
い
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
、
私
た
ち
に
与

え
か
ね
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
を
邦﹅
文﹅
と
し
て
問
題
に
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
和﹅
文﹅
と
し

て
問
題
に
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
国﹅
文﹅
と
し
て
問
題
に
す
る
の
か
で
、
か
な
り
異
な
っ
た
解

答
の
仕
方
が
予
想
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
三
つ
の
語
を
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ

れ
違
っ
た
文
脈
に
お
い
て
用
い
が
ち
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
和﹅
文﹅
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
引
く
と
、
そ
こ
に
は
村
田
晴
海
の

歌
集
（『
琴
後
集
』）
の
序
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
十
九
世
紀
の
初
期
の
用
例
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
国﹅
文﹅
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
上

田
秋
成
の
随
筆
（『
胆
大
小
心
録
』）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
十
九
世
紀
の
初
頭
が
典

拠
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
仮
に
『
琴
後
集
』
の
成
立
を
文
化
七
年
（
一
八
一
〇

年
）
と
す
る
と
、
わ
ず
か
に
『
胆
大
小
心
録
』
と
の
間
に
は
二
年
の
開
き
が
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
語
は
同
時
期
に
、
ほ
ぼ
同
じ
親
か
ら
産
み
落
と
さ
れ
た

双﹅
生﹅
児﹅
の
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
た
、
と
見
な
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

こ
の
二
つ
の
語
の
生
み
の
親
（
す
な
わ
ち
、
村
田
晴
海
と
上
田
秋
成
）
は
、
共
に
国﹅
学﹅
者﹅
と

し
て
、
前
者
が
賀
茂
真
淵
の
弟
子
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
孫
弟
子
に
当
た
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
（
※
）

（
※
）
い
わ
ゆ
る
国﹅
学﹅
は
、
も
と
も
と
中
国
古
来
の
学
校
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
が
遣
隋
使
や
遣
唐
使
を
通

じ
て
、
律
令
制
と
共
に
私
た
ち
の
国
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な

古
代
の
国
学
と
、
江
戸
時
代
（
す
な
わ
ち
、
近
世
）
の
国
学
と
の
間
に
は
、
は
な
は
だ
大
き
な
差

異
が
あ
る
が
、
そ
の
差
異
を
一
口
で
表
現
す
る
と
、
そ
こ
に
は
国
学
の
国﹅
と
い
う
、
こ
の
一
文
字

の
指
し
示
す
意
味
と
、
そ
の
範
囲
が
、
は
な
は
だ
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学
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一

最
初
に
、
ま
ず
本
稿
の
表
題
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
種
の
居﹅
心﹅
地﹅
の﹅
悪﹅
さ﹅
を
説
き

起
こ
す
こ
と
か
ら
話
を
始
め
た
い
。
な
お
、
そ
の
際
の
居﹅
心﹅
地﹅
と
は
、
私
た
ち
が
特
定
の
場

所
、
例
え
ば
、
あ
る
家
な
り
部
屋
な
り
に
居
て
、
そ
の
家
な
り
部
屋
な
り
の
居﹅
心﹅
と
、
そ
の

心﹅
地﹅
に
つ
い
て
催
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
文
字
通
り
の
好﹅
悪﹅
の
感
情
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
好
悪

の
感
情
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
私
た
ち
は
寛
い
だ
り
、
寛
げ
な
か
っ
た
り
、
何
か
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
た
り
、
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
居
心
地
の
好﹅
さ﹅
と
悪﹅
さ﹅
が

私
た
ち
の
、
あ
ら
ゆ
る
哲﹅
学﹅
の
原
点
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
は
「
教
養
の
哲
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
が
、
題
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ

は
通
称
、
邦
文
題
目
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
通
称
、
漢
文
題
目
や
、
さ
ら
に
通
称
、
欧
文
題
目

に
置
き
換
え
る
と
、
ど
う
よ
う
な
表
記
に
な
り
う
る
の
か
。

と
、
こ
の
よ
う
に
問
う
こ

と
自
体
を
意
味
不
明
の
、
不
可
思
議
な
目
で
受
け
止
め
ざ
る
を
え
な
い
御
仁
に
は
、
真
っ
先

に
本
稿
の
、
と
言
う
よ
り
も
、
こ
の
紀
要
（「
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
」）
の
「
執
筆
要

領
」
の
一
読
を
、
お
勧
め
し
た
い
。
（
※
）

（
※
）
例
え
ば
「
執
筆
要
領
」
の
４
の
①
に
は
「
和
文
・
漢
文
の
原
稿
に
は
、
欧
文
に
よ
る
題
目
と
ヘ
ボ

ン
式
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
る
氏
名
を
添
え
書
き
す
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
、
執
筆
者
は
「
投
稿
届
」
に
邦
文
と
欧
文
の
双
方
の
題
目
を
書
く
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
逆
の
場
合
（
す
な
わ
ち
、
欧
文
の
原
稿
の
場
合
）
に
は
、
ま
っ
た
く
何

の
注
文
も
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
３
の
①
に
は
「
す
べ
て
の
原
稿
は
、
ワ
ー
プ
ロ

原
稿
と
し
、
刷
り
上
が
り
は
基
本
的
に
横
書
き
２
段
組
と
す
る
（
略
）。
特
に
、
縦
書
き
あ
る
い
は

横
書
き
１
段
組
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
と
理
由
を
別
紙
に
記
載
し
、
原
稿
と
同
時
に
提
出

す
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
一
種
の
言﹅
論﹅
統﹅
制﹅
が
布
か
れ
て
い
る
。
単
純
な
例
を

挙
げ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
漢﹅
文﹅
は
現
代
の
中
国
語
文
と
は
違
っ
て
、
か
つ
て
の
中
国
や
日
本
で
書
か

れ
た
、
決
し
て
横
書
き
に
は
表
記
し
え
な
い
文
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
横
書
き
に
表
記
す
る

こ
と
自
体
が
無
理
で
あ
り
、
無
謀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
問
い

が
意
味
不
明
の
、
不
可
思
議
な
問
い
で
は
な
い
こ
と
も
頷
か
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
邦
文
（
も
し
く
は
、
和
文
）
と
、
漢
文
や
欧
文
と
の
区
別
が
、

ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ

こ
で
今
、
立
ち
入
る
必
要
の
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
む
し
ろ
今
、
こ
こ
で
再
確

認
を
し
て
お
く
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
三
つ
の
語
の
成
り
立
ち
の
如
何
で
あ
る
。
端
的
に
言

え
ば
、
こ
の
三
つ
の
語
の
成
り
立
ち
の
順
序
を
書
き
記
せ
、
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
ど
の
よ
う

に
私
た
ち
は
返
答
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

多
分
、
誰
し
も
が
漢
文
の
古
さ
に
つ
い
て
は
、
異
存
を
唱
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
も
と
も
と
漢﹅
文﹅
が
漢﹅
字﹅
や
漢﹅
語﹅
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
古

代
以
来
、
私
た
ち
の
国
で
使
い
続
け
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
る
こ
と
に
は
、
歴
と
し
た
証
拠
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
使
用
開
始
の
時
期
は
存
外
に
新
し
く
、
例
え
ば
『
日

本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
を
紐
解
く
と
、
お
お
よ
そ
十
世
紀
の
初
頭
、
平
安
時
代
の
中
期

に
ま
で
し
か

り
え
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
。
（
※
）
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
『
日
本
国
語
大
辞

教

養

の

哲

学

天

野

雅
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