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※
本
稿
は
、
２
０
１
５
年
11
月
４
日
、
東
洋
哲
学
研
究
所
の
研
究

員
・
委
嘱
研
究
員
を
対
象
に
行
わ
れ
た
﹁
社
会
と
宗
教
﹂
研
究

会
で
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
同
年
５
月
27
日
に
行
わ

れ
た
講
演
﹁
日
本
の
朱
子
学
・
陽
明
学
受
容
﹂︵
同
年
11
月
刊

行
の
本
誌
第
54
巻
第
２
号
に
掲
載
︶
に
続
く
も
の
で
す
。

は
じ
め
に

　

年
に
２
回
も
呼
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
前
回
は
歴
史
的
に
朱
子
学
が
ど
の
よ
う
に
出
て
き
て

日
本
に
伝
わ
っ
た
か
、
陽
明
学
が
朱
子
学
に
対
抗
し
て
ど
の
よ

う
に
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
外
側
か
ら
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
内
側
の
話
も
聞
き
た
い
と
い
う
ご
要
望
で
、
き
ょ

う
ま
た
参
り
ま
し
た
次
第
で
す
。﹁
朱
子
学
の
理
気
論
・
心
性
論
﹂

と
い
う
題
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
、
私
が
独
自
の
研
究
を
し
て
成
果
を
あ
げ
た
と
い
う
内

容
で
は
な
く
て
、
既
に
多
く
の
研
究
者
が
何
十
年
、
何
百
年
と

積
み
重
ね
て
き
た
研
究
成
果
の
上
に
乗
っ
た
お
話
で
す
。

　

本
来
、
学
術
論
文
で
す
と
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
﹁
こ
こ
の
部
分

は
誰
々
の
な
ん
と
い
う
論
文
に
載
っ
て
い
る
説
だ
﹂
と
い
う
注

を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
が
、
本
日
は
省
略
し
て
、
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ほ
か
の
人
が
発
見
し
た
こ
と
を
自
分
の
話
で
あ
る
か
の
よ
う
に

話
し
ま
す
。
決
し
て
剽ひ

ょ
う

窃せ
つ

を
す
る
と
い
う
意
図
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
そ
の
辺
は
大
目
に
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
本
を
３
冊
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

私
の
﹃
宋
学
の
形
成
と
展
開
﹄︵
創
文
社
、
１
９
９
９
年
︶
は
、

中
国
の
学
術
に
つ
い
て
の
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
中
で
、
宋
学
を
割

り
当
て
ら
れ
て
出
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
﹃
朱
子
学
と
陽

明
学
﹄︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
２
０
１
３
年
︶
は
、
も
と
も
と
放
送

大
学
の
教
材
と
し
て
出
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
文
庫
化
し
た
も

の
で
す
。
本
来
な
ら
ば
い
ろ
い
ろ
書
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

私
自
身
も
十
数
年
前
に
放
送
大
学
の
教
材
を
書
い
た
こ
ろ
と
は

若
干
違
う
考
え
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
な
り
に
勉

強
を
深
め
て
、﹁
こ
こ
は
浅
い
な
﹂
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
こ
を
い
じ
り
出
す
と
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
誤

字
脱
字
、
あ
る
い
は
私
の
勘
違
い
で
事
実
と
違
う
こ
と
が
書
い

て
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
修
正
し
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
２
０

１
３
年
出
版
で
す
が
、
中
身
は
２
０
０
４
年
の
も
の
で
す
。
明

治
大
学
の
垣
内
景
子
先
生
の
﹃
朱
子
学
入
門
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︶

は
、
今
年
︵
２
０
１
５
年
︶
出
た
ば
か
り
の
本
で
す
。
簡
に
し
て

要
を
得
た
解
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
方
が
書
い
た
も

の
で
お
薦
め
で
き
る
本
と
し
て
は
、
こ
の
垣
内
さ
ん
の
本
を
挙

げ
て
お
き
ま
す
。

　

皆
様
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
朱
子
学
に
つ
い
て
の
関
心
の
度
合

い
、
い
ま
ま
で
お
読
み
に
な
っ
た
本
の
数
量
の
違
い
に
よ
っ
て
、

朱
子
学
に
つ
い
て
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
い
る
か
は

各
人
各
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
一
番
平
板

な
、
日
本
に
お
い
て
高
等
学
校
で
ど
う
教
え
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
と
こ
ろ
、
い
わ
ば
、
高
校
時
代
に
そ
れ
な
り
に
受
験
勉
強

し
て
き
た
大
学
生
た
ち
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
覚
え
さ
せ
ら
れ
た

か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
ま
す
。

　

日
本
の
高
等
学
校
の
教
科
書
で
す
と
﹁
世
界
史
﹂
と
か
﹁
倫
理
﹂

の
中
に
﹁
朱
子
学
﹂﹁
陽
明
学
﹂
が
出
て
き
ま
す
。
残
念
な
が
ら

漢
文
の
教
科
書
で
朱
子
学
、
陽
明
学
を
扱
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り

ま
せ
ん
。
世
界
史
や
倫
理
の
教
科
書
で
ど
う
い
う
説
明
が
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
朱
子
学
は
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
説
を
出

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
陽
明
学
は
﹁
心
即
理
﹂
と
い

う
説
を
出
し
て
い
ま
す
、
と
い
う
程
度
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
受
験
対
策
と
し
て
は
、
朱
子
学
は
﹁
性
即
理
﹂、
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陽
明
学
は
﹁
心
即
理
﹂
だ
と
覚
え
れ
ば
そ
れ
で
十
分
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
私
が
大
学
で
教
え
る
学
生
の
場
合
も
、
そ
の

多
く
が
知
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

図
式
が
間
違
い
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
い
が

教
科
書
に
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
が
﹁
図
式
的
﹂
と
申
し
ま
し
た
の
は
、そ
も
そ
も
﹁
性
即
理
﹂

対
﹁
心
即
理
﹂
と
い
う
対
立
、
学
問
の
名
前
の
付
け
方
自
体
が
、

流
派
と
し
て
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
は
道
学
で

あ
り
、﹁
心
即
理
﹂
を
言
っ
た
流
派
は
心
学
で
あ
る
、
こ
の
二
項

対
立
図
式
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

１
　
性
即
理

─
「
性
」を「
理
」の
概
念
で
解
釈

　
﹁
性
即
理
﹂
を
唱
え
た
道
学
の
系
譜
を
始
め
た
人
と
し
て
、
世

界
史
で
は
周し

ゅ
う

敦と
ん

頤い

と
い
う
人
物
の
名
前
が
挙
が
り
ま
す
。
し
か

し
、
よ
り
重
要
な
３
人
は
紹
介
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
３
人
と
は
、

程て
い

顥こ
う

、
程て
い

頤い

、
こ
の
２
人
は
兄
弟
で
す
。
そ
れ
か
ら
張ち
ょ
う

載さ
い

、
こ

の
３
人
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
人
た
ち
を
経
て
朱し

ゅ

熹き

、
す

な
わ
ち
朱
子
が
出
て
来
る
。
周
敦
頤
が
始
め
た
新
し
い
学
術
を

大
成
し
た
の
が
朱
熹
で
、
そ
れ
が
朱
子
学
だ
と
い
う
書
き
方
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
が
、﹁
性
即
理
﹂
説
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
説

明
が
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
朱
子
学
に
対
す
る
流
派
と
し
て
は
、
朱
熹
が
活
躍
し

て
い
た
こ
ろ
、
朱
熹
の
論
敵
と
し
て
陸
九き

ゅ
う

淵え
ん

と
い
う
人
が
い
た
。

や
が
て
、
12
世
紀
の
朱
熹
、
陸
九
淵
が
死
ん
で
か
ら
、
こ
れ
は

前
回
、
こ
ち
ら
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内
容
に
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
か
ら
３
０
０
年
経
っ
て
15
世
紀
、
そ
し
て
16
世
紀

の
初
め
に
王
守し

ゅ

仁じ
ん

と
い
う
人
が
出
て
来
て
陸
九
淵
の
系
譜
を
受

け
継
い
で
朱
子
学
を
批
判
し
た
。
王
守
仁
︵
王
陽
明
︶
の
学
、
こ

れ
が
陽
明
学
で
す
。
こ
う
い
う
図
式
的
な
理
解
が
教
科
書
や
入

門
書
を
通
じ
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

を
ま
ず
前
提
に
し
て
、﹁
こ
れ
は
あ
く
ま
で
図
式
で
あ
る
﹂
と
い

う
話
を
以
下
に
展
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
い
ま
申
し
た
よ
う

に
朱
子
学
と
言
え
ば
﹁
性
即
理
﹂
と
連
想
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
出

て
く
る
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
、
朱
子
学
が
経
学

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
﹁
経
学
﹂
と
い
う
の
は
、
経
に
対
す
る
解
釈
の
学
問
で
す
。
日
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本
で
は
、
こ
の
手
の
も
の
は
儒
教
関
係
で
は
漢
音
で
読
む
の
が

普
通
な
の
で
﹁
ケ
イ
﹂
で
す
が
、
仏
教
の
ほ
う
で
は
呉
音
で
読

ん
で
﹁
キ
ョ
ウ
﹂
で
す
。
中
国
語
で
は
ど
ち
ら
も
発
音
は
同
じ

で
す
か
ら
何
の
区
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
場
合
で
い
え
ば
、

経
典
を
解
釈
す
る
学
術
に
相
当
す
る
の
が
儒
教
に
お
け
る
経
学

で
す
。

　

朱
子
学
も
経
学
を
や
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
こ
の
こ
と
を
強
調

す
る
か
と
い
う
と
、こ
の
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、﹃
孟

子
﹄
や
﹃
中
庸
﹄
の
注
解
と
し
て
使
わ
れ
る
表
現
で
す
。
朱
熹
が
、

デ
カ
ル
ト
流
に
反
省
を
重
ね
た
末
に
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
結

論
が
﹁
性
即
理
﹂
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、﹃
孟
子
﹄
や
﹃
中

庸
﹄
の
中
に
﹁
性
﹂
と
い
う
文
字
・
言
葉
が
出
て
く
る
わ
け
で

す
が
、
こ
の
﹁
性
﹂
と
い
う
言
葉
を
説
明
す
る
と
き
の
表
現
が

﹁
性
は
即
ち
理
な
り
﹂
な
の
で
す
。﹃
孟
子
﹄
や
﹃
中
庸
﹄
に
出
て

く
る
﹁
性
﹂
と
い
う
字
は
、﹁
理
﹂
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
だ
と

い
う
注
解
と
し
て
使
わ
れ
た
表
現
で
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
、

こ
れ
は
程
兄
弟
の
弟
の
ほ
う
の
程
頤
の
語
録
︵﹃
二
程
遺
書
﹄︶
に

見
え
る
言
葉
で
、
こ
の
程
頤
の
語
録
に
見
え
る
言
葉
も
、
詳
し

い
文
脈
は
こ
の
語
録
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
間
違
い
な

く
経
書
に
既
に
出
て
き
て
い
る
﹁
性
﹂
と
い
う
言
葉
・
文
字
を

説
明
す
る
流
れ
で
出
て
き
た
発
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

も
う
一
度
繰
り
返
し
ま
す
が
、﹁
性
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
﹁
理
﹂
と
い
う
概
念
で
解
釈
し
な
さ
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
は
後
の
朱

子
学
批
判
の
と
き
に
問
題
に
な
り
ま
す
が
、﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉

は
実
は
も
と
も
と
の
﹃
孟
子
﹄
自
体
の
中
で
重
要
な
概
念
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
朱
子
学
に
と
っ
て
は
重
要
な
概
念
で
、
あ
る
い

は
朱
子
学
的
な
解
釈
に
基
づ
け
ば
孟
子
も
﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉

を
十
分
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

﹃
孟
子
﹄
と
い
う
テ
キ
ス
ト
自
体
を
見
て
い
く
と
、﹁
理
﹂
と
い

う
言
葉
は
特
別
に
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
、
中
国
で
は
18
世
紀
の
清
朝
考
証
学
の
戴た

い

震し
ん

の

﹃
孟も

う

子し

字じ

義ぎ

疏そ

証し
ょ
う﹄
と
か
、
日
本
の
場
合
は
17
世
紀
の
伊
藤
仁
斎

の
﹃
孟
子
古
義
﹄
な
ど
で
、
こ
の
点
が
突
か
れ
て
批
判
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
い
う
批
判
か
と
い
う
と
、
朱
子
学
で

は
﹃
孟
子
﹄
の
﹁
性
﹂
と
い
う
言
葉
を
﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉
で

解
釈
し
、
そ
の
﹁
理
﹂
と
い
う
の
が
大
事
な
言
葉
だ
と
言
っ
て
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い
る
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
も
と
も
と
孟
子
は
言
っ
て
い

な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
朱
子
学
に
お
い
て
﹁
性
﹂
と
い
う
言
葉
を
﹁
理
﹂

と
い
う
概
念
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
思

想
史
的
に
朱
子
学
以
前
に
存
在
し
た
魏
晋
玄
学
や
、
仏
教
の
教

義
学
の
中
で
既
に
こ
の
﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉
が
哲
学
概
念
化
し

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
﹁
魏
晋
玄
学
﹂
と
い
う
の
は
、
中
国
の
魏
及
び
晋
︵
３
世
紀
の
王

朝
︶
の
時
代
に
流
行
し
た
﹁
玄
学
﹂
と
呼
ば
れ
る
学
術
で
す
。
ち
ょ

う
ど
そ
の
こ
ろ
、
仏
教
経
典
の
漢
訳
が
始
ま
り
、
漢
訳
さ
れ
た

仏
典
を
も
と
に
仏
教
教
義
学
が
進
む
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で

も
﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
前
景
が
あ
っ
て
、﹃
孟
子
﹄
そ
れ
自
体
の
中
で
は
特

に
ま
だ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
﹁
理
﹂
と
い
う

文
字
が
、
朱
子
学
よ
り
以
前
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
が
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
言
葉
の
由
来
で
あ
り
ま
す
。
確

か
に
こ
れ
は
朱
子
学
の
中
心
的
な
哲
学
思
想
を
示
す
言
葉
で
は

あ
り
ま
す
が
、﹁
性
﹂
と
い
う
経
書
に
出
て
く
る
文
字
を
﹁
理
﹂

　　中国江蘇省無錫市の惠山古鎮にある「朱熹祠」（from Wikimedia Commons）
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と
い
う
別
の
概
念
で
説
明
し
た
言
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
朱

熹
自
身
が
哲
学
的
に
思
索
し
て
た
ど
り
つ
い
た
結
論
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
こ
と
を
最
初
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

　
﹁
性
即
理
﹂
は
、
こ
れ
か
ら
お
話
を
す
る
﹁
理
気
論
﹂
と
﹁
心

性
論
﹂
を
繋
ぐ
役
割
を
す
る
言
葉
で
す
。

２
　
理
気
論

─
万
物
は
「
気
」
よ
り
成
り
、

「
理
」
を
内
在
す

　

で
は
、
そ
の
﹁
理
気
論
﹂
と
い
う
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
我
々

は
理
気
論
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
朱
子
学
に
お
い
て
こ

の
三
文
字
が
使
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、﹁
理
気
﹂
と
い
う
二
文

字
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
な
の
で
、
我
々
は
﹁
理
気
論
﹂

と
称
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

朱
熹
の
語
録
を
集
成
し
た
﹃
朱
子
語
類
﹄
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
、
普
通
に

使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
で
最
も
大
規
模
な
﹃
朱
子
語
類

大
全
﹄
と
称
す
る
書
物
で
、
黎れ

い

靖せ
い

徳と
く

と
い
う
人
が
編
集
し
た
も

の
で
す
。
全
１
４
０
巻
あ
り
ま
す
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
世
界

中
で
最
も
分
量
の
多
い
個
人
語
録
で
す
。

　

そ
の
１
４
０
巻
の
最
初
の
２
巻
の
タ
イ
ト
ル
に
、こ
の
﹁
理
気
﹂

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
第
１
巻
が
﹁
理
気
﹂
の
上
、

第
２
巻
が
﹁
理
気
﹂
の
下
で
す
。
更
に
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
的
に

第
１
巻
﹁
理
気
上　

太
極
天
地
上
﹂、
第
２
巻
は
﹁
理
気
下　

天

地
下
﹂
と
題
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
先
ほ
ど

名
前
の
出
た
垣
内
景
子
さ
ん
、
そ
れ
と
恩
田
裕
正
さ
ん
が
﹃﹃
朱

子
語
類
﹄
訳
注
﹄
と
い
う
形
で
詳
細
な
注
釈
付
き
の
現
代
語
訳

を
２
０
０
７
年
に
汲
古
書
院
か
ら
出
し
て
い
ま
す
。
私
ど
も
が

月
例
で
や
っ
て
い
た
読
書
会
の
成
果
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

い
う
も
の
が
出
て
い
ま
す
の
で
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　
﹁
理
気
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
、
朱
熹
の
語
録
が
始
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
概
念
を
黎
靖
徳
と
い
う
人

が
編
集
し
た
時
点
で
、﹁
朱
熹
大
先
生
の
教
説
を
勉
強
す
る
な
ら
、

こ
こ
が
根
幹
だ
よ
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

お
わ
か
り
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
際
に
、﹁
理
﹂、﹁
気
﹂
は
、
常
に
述
語
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
て
、
主
語
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。﹁
理
﹂
と
か
﹁
気
﹂
は

説
明
す
る
た
め
の
用
語
で
あ
っ
て
、
説
明
さ
れ
る
言
葉
で
は
な
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い
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
、﹃
朱
子
語
類
﹄

で
﹁
理
﹂、﹁
気
﹂
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
最
初

の
ペ
ー
ジ
を
開
け
ば
﹁
理
と
い
う
の
は
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
も

の
で
あ
る
﹂
と
い
う
定
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
全
体
は
そ
う
始

ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
読
む
と
、
肩
す
か
し
を
食
ら
い

ま
す
。

　
﹁
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
も
の
は
理
で
あ
る
。
こ
れ
こ
れ
は
気
で

あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
述
語
の
ほ
う
で
﹁
理
﹂
と

か
﹁
気
﹂
は
使
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
、

わ
ざ
わ
ざ
説
明
を
必
要
と
し
な
い
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
一
般
に
、﹁
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
言
葉
﹂

は
、
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
意
味
を
確
定
さ
せ
る
、
読
者
も
し

く
は
聞
き
手
に
対
し
て
、
あ
る
言
葉
の
意
味
内
容
を
言
う
必
要

が
あ
る
と
き
に
主
語
、
被
説
明
語
に
な
る
わ
け
で
す
。﹁
理
﹂、

﹁
気
﹂
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
別
の
言
葉
、
概
念
、あ
る
い
は
状
況
、

事
件
等
々
を
説
明
す
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
。
そ
れ

自
体
の
意
味
は
、
お
そ
ら
く
彼
ら
の
間
で
は
自
明
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
の
日
本
語
表
現
で
も
こ
れ
ら
の
言
葉
は
説
明
し
に
く
い

で
す
。
も
ち
ろ
ん
国
語
辞
典
、
漢
和
辞
典
を
引
く
と
、﹁
理
﹂、

﹁
気
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
す
が
、﹁
気
と

は
何
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
日
本
語
で
説
明
し
て
み
よ
う
と
思
う

と
私
自
身
も
う
ま
く
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
用
例
を

挙
げ
て
﹁
気
と
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
使
い
ま
す
よ
ね
﹂
と
い

う
ふ
う
に
授
業
な
ん
か
で
も
学
生
に
言
い
ま
す
が
、﹁
気
と
は
こ

れ
こ
れ
で
あ
る
﹂
と
い
う
定
義
は
し
に
く
い
で
す
。

　

た
だ
、
そ
う
言
っ
て
い
て
は
研
究
に
な
ら
な
い
の
で
、
朱
子

学
研
究
の
中
で
は
、
こ
の
朱
子
学
で
使
っ
て
い
る
﹁
理
﹂
と
か

﹁
気
﹂
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
つ
ま
り
、﹁
理
﹂
や
﹁
気
﹂

を
主
語
と
す
る
形
で
の
説
明
を
試
み
る
と
い
う
営
み
は
ず
っ
と

な
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

一
つ
、
二
つ
の
代
表
的
な
も
の
を
ご
紹
介
す
る
と
、﹁
気
は
存

在
で
あ
り
、
理
は
存
在
を
そ
う
あ
ら
し
め
て
い
る
意
味
だ
﹂。
そ

う
い
う
意
味
で
、
こ
の
﹁
気
﹂
と
﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
学
説
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
安

田
二
郎
先
生
と
い
う
敗
戦
後
す
ぐ
に
若
く
し
て
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
方
の
説
で
す
。
こ
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
そ
の
論

文
を
ま
と
め
た
﹃
中
国
近
世
思
想
研
究
﹄
と
い
う
本
が
あ
り
、
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最
初
は
弘
文
堂
、
現
在
は
筑
摩
書
房
か
ら
出
て
い
ま
す
が
、
そ

の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
説
で
す
。

　

一
方
、﹁
気
は
ガ
ス
状
の
物
質
で
あ
る
﹂。
こ
れ
は
、
山
田
慶

児
と
い
う
先
生
が
﹃
朱
子
の
自
然
学
﹄︵
岩
波
書
店
︶
の
中
で
述

べ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

山
田
先
生
は
中
国
科
学
思
想
史
の
研
究
者
で
い
ら
し
て
、﹁
気
﹂

と
い
う
の
は
中
国
思
想
で
は
非
常
に
重
要
な
概
念
な
の
で
、
こ

れ
を
何
と
か
現
在
生
き
て
い
る
我
々
現
代
人
に
わ
か
る
言
葉
で

説
明
す
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、﹁
気
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ

る
分
子
・
原
子
の
よ
う
な
粒
で
は
な
く
て
、
ガ
ス
状
の
も
の
だ
﹂

と
い
う
説
明
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
中
国
研
究
で
は
な

い
西
洋
の
哲
学
を
や
っ
て
い
る
知
人
か
ら
は
﹁
ガ
ス
も
分
子
や

原
子
で
構
成
さ
れ
て
ま
す
け
ど
ね
﹂
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
、
学
問
的
な
厳
密
さ
と
い
う
点
で

は
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で

も
ら
う
た
め
の
山
田
先
生
な
り
の
工
夫
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
石
田
秀
実
先
生
と
い
う
中
国
医
学
史
の
研
究
を

な
さ
っ
て
い
る
方
が
、﹃
気 

流
れ
る
身
体
﹄︵
平
河
出
版
社
︶
と
い

う
本
を
出
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
気
﹂
と
い
う
も
の
は
流
れ

る
身
体
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
人
間
の
か
ら
だ
と
い
う
の
は
静

態
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
流
れ
て
い
る
も
の

だ
と
い
う
ふ
う
に
中
国
思
想
、
東
ア
ジ
ア
思
想
で
は
捉
え
て
い

る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
言
葉
が
﹁
気
﹂
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
説
明
が
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
﹁
気
﹂
そ
の
も
の
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
聞
く
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
﹁
気
﹂

が
集
ま
っ
て
で
き
て
い
る
。
万
物
は
﹁
気
﹂
の
集
合
体
で
あ
る
、

と
い
う
ふ
う
に
朱
子
学
で
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
朱
子

学
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
考

え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
﹁
気
﹂
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
そ
の

前
提
の
も
と
に
、
万
物
に
は
﹁
理
﹂
が
内
在
し
て
お
り
、﹁
理
﹂

と
﹁
気
﹂
は
ど
ち
ら
も
単
独
に
は
存
在
で
き
な
い
の
で
あ
る
、

と
い
う
朱
子
学
の
考
え
方
が
乗
っ
か
る
わ
け
で
す
。
こ
の
﹁
万

物
に
理
が
云
々
﹂
の
と
こ
ろ
は
、
朱
子
学
の
思
想
史
的
に
意
味

が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
﹁
気
﹂
で
こ
の
世
の
中
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
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と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
説
明
す
る
、
先
ほ
ど
の
安
田
氏
の
表
現
を

使
え
ば
、
意
味
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、﹁
理
﹂
と
い
う
言
葉
を

も
っ
て
き
た
の
が
朱
子
学
の
﹁
理
気
論
﹂
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
っ
て
﹁
理
気
二
元

論
﹂
と
い
う
表
現
で
解
釈
す
る
形
が
誕
生
し
ま
す
。
明
治
時
代

に
日
本
で
﹁
哲
学
﹂
と
い
う
営
為
を
受
け
入
れ
、
西
洋
か
ら
入

っ
て
き
た
﹁
哲
学
﹂
と
い
う
流
儀
で
朱
子
学
を
分
析
し
よ
う
と

し
た
と
き
に
、﹁
朱
子
学
の
理
気
論
は
二
元
論
で
あ
る
﹂
と
見
え

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の
二
元
論
と
い
う
言
葉
遣
い

は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
き
ょ
う
は
深

入
り
い
た
し
ま
せ
ん
。

「
気
」
の
位
置
づ
け
と
し
て
の
「
陰
陽
」「
五
行
」

　

こ
の
﹁
気
﹂
は
、
全
体
と
し
て
も
﹁
気
﹂
で
す
が
、
分
解
可

能
で
も
あ
る
の
で
一
つ
一
つ
の
﹁
気
﹂
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
個
々

の
﹁
気
﹂
同
士
を
相
対
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
﹁
陰
陽
﹂
と

い
う
概
念
が
使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
質
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の

﹁
気
﹂
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
﹁
五
行
﹂
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ

ま
す
。﹁
相
対
的
に
﹂
と
か
、﹁
質
的
に
﹂
と
い
う
の
は
私
の
表

現
な
の
で
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。﹁
陰
の
気
﹂、﹁
陽

の
気
﹂
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
く
て
相
対
関
係
に
あ
る
わ
け
で
す
。
あ
る
Ａ
と
い
う
も

の
は
、
Ｂ
と
比
べ
た
と
き
に
は
Ａ
が
陰
で
Ｂ
が
陽
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
Ｃ
と
比
べ
た
と
き
に
は
Ｃ
が
陰
で
Ａ
は
陽
に
な

る
。
そ
う
い
う
関
係
づ
け
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹁
質

的
に
﹂
と
い
う
ほ
う
は
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
、﹁
五
行
﹂
で
す
。

﹁
気
﹂
と
い
う
も
の
は
こ
の
五
行
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
で
き
る
。
こ

の
世
界
は
﹁
陰
陽
﹂、﹁
五
行
﹂
の
﹁
気
﹂
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
考
え
方
自
体
は
朱
子
学
が
発
明
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。

　
﹁
季
節
は
五
行
の
循
環
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
方
が
先
秦
以
来

の
伝
統
的
な
中
国
思
想
に
あ
り
ま
し
て
、
春
は
木
、
夏
は
火
、

土
用
は
土
、
秋
は
金
、
冬
は
水
と
い
う
﹁
木
火
土
金
水
﹂
の
五

行
を
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
配
当
し
ま
す
。
こ
の
季
節
の
配
当
が

先
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
﹁
木
火
土
金
水
﹂
の
順
番
が
先
な

の
か
と
い
う
の
は
説
明
の
解
釈
の
仕
方
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
そ
も
そ
も
五
行
の
順
番
、
五
行
が
生
ま
れ
て
く
る
順
番
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が
﹁
木
火
土
金
水
﹂
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
季
節
も
春
、
夏
、

そ
し
て
土
用
を
経
て
、
秋
、
冬
と
い
う
ふ
う
に
運
行
す
る
と
い

う
宇
宙
論
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。
先
秦
以
来
の
伝
統
的
な
思

想
で
す
。

　

生
命
活
動
も
、
こ
の
﹁
気
﹂
の
集
散
・
消
長
と
し
て
説
明
さ

れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
季
節
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
の
は
よ
く

あ
る
わ
け
で
す
が
、
季
節
と
の
対
応
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

人
生
の
各
ス
テ
ー
ジ
が
そ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

青
年
期
は
春
で
あ
り
、
壮
年
期
が
夏
で
あ
り
、
熟
年
期
が
秋

で
あ
り
、
老
年
期
が
冬
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
い
ま
で
も
使
い

ま
す
し
、
何
と
な
く
わ
か
る
表
現
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
な
み

に
誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し
ま
す
と
、
青
と
か
、
壮
・
老
と
い

う
言
葉
は
中
国
の
昔
の
言
葉
で
す
が
、
熟
年
と
い
う
の
は
新
し

い
言
葉
で
す
。
た
だ
、う
ま
く
で
き
て
い
る
言
葉
だ
と
思
う
の
は
、

熟
と
い
う
の
は
稔
り
の
秋
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
そ
う
い
う
意

味
で
熟
年
と
い
う
言
葉
が
発
明
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
中
国

の
古
い
時
代
の
思
想
の
中
で
も
秋
は
熟
す
季
節
と
捉
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
季
節
や
人
生
を
五
行
の
循
環
と
い
う
形
で
説

明
す
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
循
環
と
い
う
と
ぐ
る
ぐ
る
回
る
の

で
は
な
い
か
、
輪
廻
の
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
季
節
の
巡
り
は
冬
ま

で
行
く
と
春
に
な
っ
て
同
じ
こ
と
を
毎
年
繰
り
返
す
わ
け
で
す

が
、
人
生
の
ほ
う
は
、
儒
教
で
は
死
ん
だ
ら
終
わ
り
と
い
う
ふ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
魂
が
再
生
す
る
と
か
、
あ
る
い
は

輪
廻
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
儒
教
の
多
く
で

は
考
え
ま
せ
ん
し
、
朱
子
学
も
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
朱
子
学
で
は
人
の
死
、
あ
る
い
は
人
の
﹁
気
﹂
を
ど

う
説
明
す
る
か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
名
前
が
出
て
き
た
張
載
と

い
う
人
が
﹁
鬼
神
は
二
気
の
良
能
﹂
と
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
て
、

朱
熹
は
こ
れ
を
使
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
朱
子
学
に
お
け
る
正
統

教
義
に
採
用
さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、﹁
鬼
神
﹂
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、

こ
れ
も
経
書
に
出
て
く
る
用
語
を
張
載
が
説
明
し
た
の
で
あ
り

ま
し
て
、﹁
神し

ん

﹂
と
い
う
字
は
﹁
伸
﹂
と
い
う
字
と
同
じ
意
味
で

あ
る
。
こ
れ
が
陰
陽
で
言
う
と
こ
ろ
の
陽
気
で
あ
る
。
一
方
、

﹁
鬼き

﹂
を
﹁
お
に
﹂
と
呼
ん
で
し
ま
う
と
違
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
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ま
す
が
、
こ
の
﹁
鬼
﹂
と
い
う
字
は
日
本
語
の
音
読
み
で
は
発

音
が
﹁
帰
﹂
と
い
う
字
と
同
じ
で
、
現
在
の
北
京
語
で
は
若
干

違
っ
て
お
り
ま
す
が
、
発
音
が
近
い
と
い
う
こ
と
で
、
無
理
矢

理
結
び
つ
け
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
﹁
帰
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
、﹁
屈
す
る
﹂
と
い
う

意
味
で
も
あ
る
。﹁
屈く

つ

﹂
が
出
て
く
る
と
、
先
ほ
ど
の
﹁
伸し
ん

﹂
と

は
対
立
す
る
概
念
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
鬼
は
陰

気
に
属
す
る
と
見
て
、
経
書
の
中
に
出
て
く
る
﹁
鬼
﹂、﹁
神
﹂

と
い
う
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
陰
陽
の
二
つ
の
気
に
当
た
る
の
だ
と

い
う
形
で
説
明
し
よ
う
と
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
観
念
操
作
を
し
て
、
経
書
の
中
に
見
え
る
﹁
鬼
神
﹂

で
あ
る
と
か
、﹁
魂
魄
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
用
語
、
文
言
を
、
自

分
た
ち
が
作
り
出
し
た
こ
の
﹁
理
気
論
﹂
の
用
語
に
よ
っ
て
説

明
解
釈
し
て
い
く
わ
け
で
す
。﹃
朱
子
語
類
大
全
﹄
で
は
、﹁
理

気
上
﹂、﹁
理
気
下
﹂
に
続
く
第
３
巻
は
﹁
鬼
神
﹂
と
題
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
、
こ
の
﹁
鬼
﹂、﹁
神
﹂
に
関
す
る
朱
熹
の
発
言

を
集
め
て
収
録
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
編
纂
者
の
立
場
か
ら
言

う
と
、﹁
理
気
﹂
に
つ
い
て
の
話
が
終
わ
っ
た
次
の
テ
ー
マ
と
し

て
、﹁
鬼
神
﹂
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
配
列
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
﹁
鬼
神
論
﹂
は
、﹁
朱
子
学
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ア

で
あ
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

朱
子
学
の
﹁
鬼
神
論
﹂
が
抱
え
込
ん
だ
難
問
、
矛
盾
と
さ
れ
る

の
は
、﹁
理
﹂
と
か
﹁
気
﹂
だ
け
で
説
明
し
て
し
ま
う
と
、
い
わ

ゆ
る
霊
魂
の
問
題
が
十
分
説
明
し
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
で
す
。
こ
れ
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

朱
子
学
の
内
部
で
も
朱
熹
自
身
の
説
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
言
わ

れ
て
い
る
し
、
朱
子
学
を
外
部
か
ら
批
判
す
る
人
た
ち
は
こ
の

点
を
突
い
て
い
き
ま
す
。
日
本
で
は
荻
生
徂
徠
が
そ
の
代
表
的

な
論
者
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
朱
子
学
の
内
側
か
ら
見
た
と
き
に
何
が
こ
こ
で
な
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
経
書
の
中
に
﹁
鬼
﹂
と
か
﹁
神
﹂
と

い
う
言
葉
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
彼
ら
と
し
て
は

否
定
し
よ
う
が
な
い
わ
け
で
す
。
経
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
言
葉
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
、
既
に
﹁
あ
る
﹂
言

葉
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
と
き
に
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が

構
築
し
た
﹁
理
気
論
﹂
の
枠
の
中
で
何
と
か
説
明
し
よ
う
と
試

み
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
そ
ん
な
こ
と
ま
で
し
て
、
つ
ま
り
、﹁
鬼
神
﹂
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ま
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
な
ぜ
朱
熹
は
理
気
論
を
構
築
し
た
の

か
。
彼
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

私
の
指
導
教
官
で
あ
り
ま
し
た
溝
口
雄
三
が
﹁
天
理
観
の
成
立

に
つ
い
て
﹂︵﹃
東
方
学
﹄
86
輯
、
１
９
９
３
年
︶
と
い
う
論
文
を
書

い
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
思
想
史
的
に
﹁
な
ぜ
理
気
論
が
必

要
に
な
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

必
ず
し
も
溝
口
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
私
な
り
の
考
え
を
こ
れ
か
ら
き
ょ
う
の
後
半
で

申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
第
２
の
問
題
で
あ
る

﹁
心
性
論
﹂
が
関
わ
っ
て
い
て
、
こ
の
﹁
心
性
論
﹂
が
あ
る
か
ら

こ
そ
朱
子
学
は
﹁
理
気
論
﹂
を
出
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

３
　
心
性
論

─
「
性
」
が
本
来
善
な
ら
ば
、

な
ぜ
悪
が
あ
る
か

　
﹁
心
性
論
﹂
は
、
や
は
り
先
ほ
ど
の
張
載
の
言
葉
と
さ
れ
る
も

の
が
朱
子
学
に
お
い
て
重
要
な
考
え
方
と
し
て
定
着
し
て
い
き

ま
す
。﹁
心
は
性
と
情
と
を
統
括
す
る
も
の
﹂
と
言
い
ま
す
。
原

文
で
は
、﹁
心
統
性
情
﹂
と
い
う
順
番
に
並
ぶ
漢
字
四
文
字
で
す
。

　

こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
。﹁
心し

ん

﹂、﹁
こ
こ
ろ
﹂
と
読
ん

だ
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
の
﹁
性
﹂
と
か
﹁
情
﹂

が
全
部
音
読
み
な
の
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
に
、
和
語
で

﹁
こ
こ
ろ
﹂
と
言
う
と
こ
ろ
を
、
き
ょ
う
は
﹁
し
ん
﹂
と
読
ん
で

お
き
ま
す
。

　

こ
の
﹁
心し

ん

﹂
と
い
う
も
の
と
、﹁
性せ
い

﹂
と
い
う
も
の
の
関
係
づ

け
が
古
来
議
論
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
﹁
性
﹂
と
は

一
体
何
な
の
か
、
こ
れ
も
中
国
思
想
史
の
中
で
古
く
か
ら
話
題

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
か
の
有
名
な
孟
子
の
﹁
性
善
説
﹂
は
、

こ
の
﹁
性
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
言
説
で
あ
り
ま
す
。
人
の
﹁
性
﹂

と
い
う
も
の
は
善
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

孟
子
は
、
実
は
性
善
説
を
提
唱
す
る
場
面
に
お
い
て
他
の
諸

説
を
列
挙
し
て
い
ま
す
。﹁
性
﹂
に
善
も
悪
も
な
い
と
す
る
﹁
性

無
善
無
悪
﹂
の
説
、
君
主
が
善
だ
と
民
も
善
に
な
り
、
君
主
が

悪
だ
と
民
も
悪
に
な
る
と
す
る
説
、
生
ま
れ
つ
い
て
の
善
人
も

い
れ
ば
生
ま
れ
つ
き
の
悪
人
も
い
る
と
す
る
説
の
３
種
類
で
す

︵﹃
孟
子
﹄
告
子
上
︶。

　

孟
子
の
性
善
説
は
、
彼
の
思
想
諸
説
、
特
に
そ
の
中
で
も
彼

が
重
視
し
た
﹁
王
道
﹂
の
思
想
、﹁
仁
義
﹂
の
思
想
と
並
べ
て
、
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孟
子
の
主
要
教
説
と
し
て
尊
重
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
朱
子
学

で
は
、
孟
子
は
孔
子
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ

け
に
な
り
、
孟
子
が
説
い
た
﹁
王
道
﹂、﹁
仁
義
﹂、そ
し
て
﹁
性
善
﹂

も
正
し
い
教
え
、
こ
の
世
の
中
を
理
解
す
る
上
で
の
真
理
で
あ

る
、
と
い
う
形
で
尊
重
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
際
に
、
先
ほ
ど
出
て
き
た
﹁
情
﹂
と
い
う
言
葉
が
問
題

に
な
り
ま
す
。﹁
情
﹂
と
い
う
の
も
経
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で

す
。
だ
か
ら
、
朱
子
学
が
発
明
し
た
言
葉
で
は
な
く
て
、
昔
か

ら
あ
る
言
葉
で
す
。
こ
の
﹁
情
﹂
と
い
う
言
葉
を
﹁
性
﹂
と
対

比
し
た
と
き
に
、
も
う
一
度
性
善
説
に
基
づ
い
て
、
性
は
善
で

あ
る
と
い
う
の
は
い
い
と
し
て
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
﹁
情
﹂

と
い
う
の
は
、
悪
、
つ
ま
り
、﹁
悪
の
起
源
が
情
に
あ
る
の
だ
﹂

と
い
う
ふ
う
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

確
か
に
、
朱
子
学
者
と
称
す
る
人
の
中
に
﹁
性
は
善
だ
が
、

情
は
悪
だ
﹂
と
い
う
記
述
を
す
る
人
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
朱

子
学
の
中
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
朱
子
学
で
﹁
性
が
善
で
、
情
が
悪
だ
﹂
と

い
う
事
例
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
、
朱
子
学
者
が
言
っ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

た
だ
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
朱
熹
は
そ
う
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。

朱
熹
の
教
説
と
し
て
は
﹁
性
は
善
、
情
は
悪
だ
﹂
と
は
言
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
朱
子
学
の
中
で
は
そ
れ
が
平
板
化
し
、
わ
か
り

や
す
い
二
項
対
立
の
説
明
と
し
て
こ
う
い
う
言
い
方
が
さ
れ
、

そ
の
言
葉
尻
を
と
ら
え
る
よ
う
な
形
で
朱
子
学
の
批
判
者
た
ち
、

陽
明
学
者
で
あ
る
と
か
、
清
朝
考
証
学
者
た
ち
は
、
朱
子
学
で

は
﹁
性
が
善
、
情
が
悪
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、そ
れ
は
間
違
い
だ
﹂

と
す
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
れ
は
も
と
も
と
朱
熹
自
身

の
説
で
は
な
い
。

「
本
然
之
性
」
と
「
気
質
之
性
」
を
区
別

　

朱
熹
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
﹁
性
﹂
と
﹁
情
﹂
を
説
明
し
よ
う

と
し
た
か
と
い
う
と
、﹁
性
﹂
を
二
つ
の
構
造
に
分
け
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
を
、
彼
の
弟
子
が
整
理
し
ま
し
た
が
、﹁
本
然
之
性
﹂

と
い
う
言
い
方
と
﹁
気
質
之
性
﹂
と
い
う
言
い
方
で
二
つ
に
区

別
し
ま
す
。
朱
熹
自
身
は
﹁
天
命
の
性
﹂
と
い
う
表
現
を
し
て

い
ま
す
。﹁
本
然
之
性
﹂
と
﹁
天
命
の
性
﹂
は
同
じ
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
﹁
天
命
の
性
﹂
と
は
何
か
と
い
う
と
、
天
か
ら
我
々
人
間
一
人
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一
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
実
は
、

私
の
﹃
宋
学
の
形
成
と
展
開
﹄︵
創
文
社
、
１
９
９
９
年
︶
は
４
章

構
成
に
な
っ
て
い
て
、
各
章
の
タ
イ
ト
ル
が
﹁
天
﹂﹁
性
﹂﹁
道
﹂

﹁
教
﹂
で
す
。

　

ど
う
し
て
そ
ん
な
気
取
っ
た
こ
と
を
し
た
か
と
い
う
と
、
こ

れ
が
﹃
中
庸
﹄
の
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
語
だ
か
ら
で
す
。﹁
天

命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
教
︵
天
の
命
ず
る
を
こ
れ

性
と
謂
い
、
性
に
率し
た
が
う
を
こ
れ
道
と
謂
い
、
道
を
脩お
さ

む
る
を
こ
れ
教お
し
え
と

謂
う
︶﹂
で
す
。﹃
中
庸
﹄
自
体
は
昔
か
ら
あ
る
の
で
す
が
、
朱
子

学
に
お
い
て
﹃
大
学
﹄、﹃
中
庸
﹄、﹃
論
語
﹄、﹃
孟
子
﹄
の
﹃
四
書
﹄

の
一
つ
と
し
て
正
式
に
経
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
﹃
中
庸
﹄
の
冒
頭
に
あ
る
こ
の
文
言
が
朱
子
学
に
お
け
る
人
間

把
握
、﹁
理
気
論
﹂
と
﹁
心
性
論
﹂
を
繋
ぐ
重
要
な
フ
レ
ー
ズ
と

し
て
解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
最
初
に
﹁
天
命
﹂
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
ま
す
が
、﹁
命
﹂
の
字
は
、﹃
中
庸
﹄
の
文
章
の
場
合

は
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、﹁
天
が
命
ず
る
﹂。
天

が
我
々
人
間
に
対
し
て
与
え
て
い
る
そ
の
も
の
の
こ
と
を
﹁
性
﹂

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、﹁
性
に
率
う
﹂、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
﹁
性
﹂

の
ま
ま
に
進
む
こ
と
、
そ
れ
を
﹁
道
﹂
と
名
づ
け
る
。
そ
の
道

を
脩
め
る
、
脩
は
修
と
同
じ
字
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の

道
を
き
わ
め
て
い
く
の
が
﹁
教
﹂
す
な
わ
ち
儒
教
で
あ
る
、
と
。

要
は
、﹁
性
﹂、﹁
道
﹂、﹁
教
﹂
と
い
う
概
念
の
定
義
を
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

　

先
ほ
ど
言
っ
た
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
文
言
も
、
天
の
命
ず
る

声
を
﹁
性
﹂
と
言
う
。
こ
の
﹁
性
﹂
の
字
に
実
は
つ
け
ら
れ
て

い
る
も
の
で
す
か
ら
、
天
命
で
す
。
だ
か
ら
、
天
か
ら
与
え
ら

れ
て
い
る
﹁
性
﹂、
こ
れ
が
﹃
中
庸
﹄、
あ
る
い
は
孟
子
の
性
善

説
の
性
善
の
﹁
性
﹂
の
よ
う
に
、﹁
性
﹂
の
基
本
的
な
意
味
と
し

て
あ
る
の
だ
と
朱
子
学
で
は
理
解
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
本

来
の
﹁
性
﹂、
つ
ま
り
、﹁
本
然
之
性
﹂
で
あ
り
、﹁
天
命
の
性
﹂

で
あ
り
ま
す
が
、
朱
熹
は
、
そ
れ
と
別
に
﹁
気
質
之
性
﹂
と
い

う
﹁
性
﹂
も
あ
る
の
だ
と
言
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
の
理
や
気
と
同
様
、
こ
れ
も
、
朱
熹
の
言
い
方
と

し
て
は
、
自
分
が
﹁
性
﹂
と
い
う
概
念
を
考
え
つ
い
て
﹁
本
然

之
性
﹂
と
﹁
気
質
之
性
﹂
の
二
つ
に
分
け
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て
、
経
書
の
中
に
そ
も
そ
も
こ
の
２
種
類
の
用
法
が
あ
る

か
ら
注
意
し
て
区
別
せ
よ
と
い
う
言
い
方
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

思
想
史
的
に
言
う
と
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
分
け
て
解
釈
し
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な
い
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
書
に
出
て
く

る
﹁
性
﹂
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
、あ
る
場
合
に
は
﹁
本
然
之
性
﹂

と
解
釈
し
て
、
ほ
と
ん
ど
は
そ
ち
ら
で
い
き
ま
す
が
、
あ
る
場

合
に
は
﹁
気
質
之
性
﹂、﹁
本
然
之
性
で
は
な
い
﹂
と
解
釈
す
る

こ
と
で
、﹁
性
﹂
概
念
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
、
統
一
的
な
解
釈
が

可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、﹁
性
﹂
と
い
っ
て
も
文
脈
に
よ
っ
て
意

味
が
違
う
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
最
初
か
ら
二

通
り
の
用
法
、
二
通
り
の
使
い
方
で
﹁
性
﹂
と
い
う
字
は
使
わ

れ
て
い
る
の
だ
と
説
明
す
る
の
で
す
。
あ
く
ま
で
も
、
朱
子
学

の
中
で
の
朱
熹
自
身
の
言
い
方
と
し
て
は
、﹁
そ
も
そ
も
経
書
で

そ
う
い
う
二
つ
の
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
意
味
を
取
る
と
き

に
気
を
つ
け
な
さ
い
﹂
と
い
う
言
い
方
に
な
り
ま
す
。

　
﹁
本
然
之
性
﹂
の
ほ
う
は
説
明
し
た
と
お
り
で
、
朱
子
学
の
用

語
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
﹁
天
理
﹂
で
あ
り
、﹁
性
即
理
﹂
の
理
で

す
。
一
方
、﹁
気
質
之
性
﹂
と
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
は
む

し
ろ
気
質
の
ほ
う
に
重
要
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。﹁
気
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
表
現
が
、
朱
熹
自

身
の
も
の
を
含
め
て
朱
子
学
の
中
で
は
し
ば
し
ば
使
わ
れ
ま
す
。

　

何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
不
純
物
が
混
じ
っ
て
い

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
こ
こ
で
﹁
情
﹂
の
話
に
な
り
ま
す
が
、

﹁
情
そ
の
も
の
は
価
値
的
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
。
善
い
と
も

悪
い
と
も
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
気
の
作
用
次
第
で
、
情
が
悪

の
起
源
に
な
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
﹁
性
﹂
は
本
来
善
の
は
ず
で
す
が
、﹁
本
然
之
性
﹂
で
は
な
い

﹁
気
質
之
性
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
り
、﹁
気
質
之
性
﹂
と
い
う
の
は

﹁
気
﹂
で
す
が
、﹁
気
﹂
は
す
べ
て
を
構
成
し
、
つ
ま
り
、
我
々
の
身

体
も
心
も
﹁
気
﹂
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
﹁
気
﹂
に
不

純
物
が
混
じ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
経
書
の
中
の
﹃
礼ら

い

記き

﹄
と

い
う
本
の
中
に
、﹁
七
情
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
列
記
さ
れ
て
い

ま
す
。﹁
喜
﹂、﹁
怒
﹂、﹁
哀
﹂、﹁
懼く

﹂、﹁
愛
﹂、﹁
悪お

﹂、﹁
欲
﹂
で
す
。

ち
な
み
に
、
仏
教
で
は
﹁
懼
﹂
の
か
わ
り
に
﹁
楽
﹂
が
は
い
り

ま
す
。
喜
怒
哀
楽
と
い
う
言
い
方
は
儒
教
で
も
使
い
ま
す
。

　

一
方
、﹃
孟
子
﹄
に
は
﹁
四
端
﹂
が
出
て
き
ま
す
。
四
端
と
は
、

﹁
惻そ

く

隠い
ん

﹂、﹁
羞し
ゅ
う
悪お

﹂︵
ま
た
は
﹁
廉れ
ん

恥ち

﹂︶、﹁
辞じ

譲じ
ょ
う
﹂︵
ま
た
は
﹁
恭き
ょ
う

敬け
い

﹂︶、そ
し
て
﹁
是ぜ

非ひ

﹂。
こ
れ
に
つ
い
て
、﹃
孟
子
﹄
の
﹁
四
端
﹂

と
﹃
礼
記
﹄
の
﹁
七
情
﹂
と
の
関
係
づ
け
は
、
朝
鮮
朱
子
学
で

大
き
く
問
題
に
な
り
ま
す
。﹁
四
端
﹂
と
﹁
七
情
﹂
は
、
ど
ち
ら

も
﹁
情
﹂
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、﹁
四
端
﹂
と
﹁
七
情
﹂
は
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ど
う
い
う
関
係
な
の
か
。
つ
ま
り
、
本
来
は
別
々
で
、
片
方
は

﹃
礼
記
﹄
を
書
い
た
誰
か
が
書
い
た
し
、
片
方
は
﹃
孟
子
﹄
と
い

う
本
で
、
こ
れ
は
孟
子
の
も
の
で
、
本
来
、
思
想
史
的
に
は
無

関
係
な
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
儒
教
で
は
ど
ち
ら
も
経
書
な

の
で
矛
盾
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
統
合
的

に
説
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

統
合
的
に
説
明
す
る
と
き
に
、
孟
子
自
体
が
﹁
四
端
﹂
の
ほ
う
、

﹁
惻
隠
﹂、﹁
羞
悪
﹂、﹁
辞
譲
﹂、﹁
是
非
﹂、
こ
れ
を
順
番
に
﹁
仁
﹂、

﹁
義
﹂、﹁
礼
﹂、﹁
智
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
芽
生
え
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

孟
子
の
性
善
説
で
は
、
我
々
一
人
一
人
の
心
の
中
に
﹁
仁
﹂
や

﹁
義
﹂
の
も
と
に
な
る
も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
、
そ
こ
に

﹁
礼
﹂、﹁
智
﹂
も
入
っ
て
き
ま
す
。
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
わ
か
る
か
と
い
う
と
、
我
々
に

は
﹁
惻
隠
﹂、﹁
羞
悪
﹂
と
い
っ
た
心
の
活
動
が
あ
る
だ
ろ
う
と

孟
子
は
説
明
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
朱
子
学
で
は
、﹁
仁
﹂、

﹁
義
﹂、﹁
礼
﹂、﹁
智
﹂
と
い
う
、
我
々
人
間
界
に
お
い
て
当
た
り

前
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
、
こ
れ
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
﹁
天

命
の
性
﹂
と
し
て
、
そ
う
な
る
べ
き
人
間
行
動
の
規
範
に
な
る

よ
う
な
も
の
が
﹁
情
﹂
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、﹁
情
﹂

も
必
ず
し
も
悪
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
た
だ
、
そ
れ
が
的
確

に
外
に
発
動
し
な
い
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
の
だ
と
い
う
形
で
、

い
わ
ば
悪
の
起
源
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
情
」
が
不
純
な
「
気
」
の
作
用
で
悪
を
生
む

　

本
当
に
性
善
説
で
皆
う
ま
く
収
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
人
間
界
に
悪
は
な
い
は
ず
で
す
。
善
だ
け
で
あ
れ
ば
、
論

理
的
に
悪
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
あ
る
。

実
際
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
経
書
の
中
で
人
間
の
悪
行

に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
こ
か

ら
来
た
の
か
と
い
う
の
を
、
朱
子
学
で
は
﹁
人
間
の
生
命
活
動

で
あ
る
気
の
動
き
が
、
と
き
ど
き
不
純
物
が
混
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
本
来
の
あ
り
方
ど
お
り
に
な
ら
な
い
﹂、﹁
情
﹂
が
正
し
く

な
い
形
で
外
に
出
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
、
我
々
人
間
社
会
に
お

け
る
悪
の
起
源
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

　

こ
れ
も
思
想
史
的
に
は
前
史
が
あ
っ
て
、
朱
熹
の
思
い
つ
き

で
は
な
く
、
程
氏
兄
弟
、
我
々
は
二
程
子
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

程
顥
・
程
頤
兄
弟
以
来
、
彼
ら
が
始
め
た
学
派
が
道
学
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
道
学
に
お
い
て
は
、﹃
中
庸
﹄
の
少
し
後
の
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ほ
う
で
出
て
く
る
言
葉
で
す
が
、﹁
未み

発は
つ

﹂、﹁
已い

発は
つ

﹂
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
、
更
に
思
想
史
的
に
言
う
と
、
そ
も
そ
も
﹁
未

発
﹂
と
か
﹁
已
発
﹂
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
道
学
の

特
徴
で
、
そ
れ
ま
で
は
、﹃
中
庸
﹄
の
読
者
・
注
釈
者
た
ち
は
こ

の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
文
字
ど
お
り
に
は
﹁
ま

だ
発
し
て
い
な
い
﹂
と
﹁
す
で
に
発
し
て
い
る
﹂
と
い
う
だ
け

の
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
と
こ
ろ
が
、
道
学
の
中
で
い
わ
ば
哲
学

的
に
問
題
化
し
て
、﹁
未
発
﹂
と
は
一
体
何
な
の
だ
、﹁
已
発
﹂

と
ど
う
違
う
の
だ
と
い
う
大
議
論
に
な
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、

思
想
史
的
に
新
し
く
出
て
き
た
現
象
で
す
。

　

そ
こ
に
、
当
時
既
に
中
国
で
盛
ん
で
あ
っ
た
仏
教
が
絡
み
ま

す
。
仏
教
由
来
の
﹁
体
用
論
﹂
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、﹁
性
﹂
が
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
静
で
あ
り
、
未
発
で

あ
る
。﹁
情
﹂
は
用
で
あ
り
、
動
で
あ
り
、
已
発
で
あ
る
、
と
。

　
﹁
静
﹂、﹁
動
﹂、
こ
れ
も
経
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。
彼

ら
が
勝
手
に
思
い
つ
い
た
言
葉
で
は
な
く
、
既
に
経
の
中
に
あ

る
言
葉
、
概
念
の
相
互
の
関
係
づ
け
を
す
る
。
た
だ
、
こ
の
図

式
も
非
常
に
単
純
化
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
等

号
で
結
ば
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
項
対
立
的
に
整

理
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
関
係
で
説
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、﹁
未
発
﹂、﹁
已
発
﹂
は
何
か
と
い
う
と
、
心
の
活
動
が

ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
状
態
が
﹁
未
発
﹂、
心
の
活
動
が
既
に
起

こ
っ
た
、
つ
ま
り
、
実
際
に
人
間
の
生
命
活
動
と
し
て
心
が
動

い
た
状
態
が
﹁
已
発
﹂
で
す
。
だ
か
ら
、﹁
未
発
﹂
は
静
、﹁
已
発
﹂

は
動
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
結
び
つ
け
方
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
二
項
に
分
け
ま
す
け
れ
ど
も
、﹁
体
﹂
と
﹁
用
﹂

の
関
係
な
の
で
別
の
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。﹁
性
﹂
と
い
う

本
体
の
働
き
が
﹁
情
﹂
で
す
か
ら
、﹁
情
﹂
も
正
し
く
発
動
さ
れ

れ
ば
善
い
も
の
が
出
て
く
る
。
先
ほ
ど
、﹁
性
﹂
が
善
で
﹁
情
﹂

は
悪
と
い
う
図
式
的
な
理
解
が
朱
子
学
の
中
に
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
朱
熹
の
思
想
か
ら
い
く
と
誤
解
だ
と
言
っ
た
の
は
、
そ
の

こ
と
で
す
。

　

善
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
来
の
﹁
性
﹂
が
そ
の
ま
ま
発
動
す
れ

ば
善
で
あ
る
は
ず
で
す
が
、
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
、

な
ぜ
そ
う
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
説
明
が
苦
し
い
と

こ
ろ
で
、
私
も
ま
だ
朱
子
学
の
理
解
が
そ
こ
ま
で
い
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
と
も
か
く
、﹁
気
﹂
の
中
に
濁
っ
た
も
の
が
混
じ
っ
て
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し
ま
っ
て
、
そ
う
す
る
と
濁
っ
て
い
る
の
で
善
く
な
い
こ
と
を

し
て
し
ま
う
と
い
う
説
明
で
す
。
こ
れ
が
、
人
間
社
会
の
中
に

悪
が
あ
る
、
あ
る
い
は
、
我
々
人
間
が
、
時
々
よ
か
ら
ぬ
考
え

を
起
こ
し
た
り
、
実
際
に
悪
い
考
え
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
し

ま
う
、
そ
の
起
源
だ
と
い
う
説
明
の
仕
方
で
、﹁
性
は
善
だ
け
れ

ど
も
、
な
ぜ
我
々
が
悪
さ
を
し
て
し
ま
う
の
か
﹂
の
説
明
を
し

ま
す
。
き
ょ
う
は
そ
の
話
は
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
先
に
あ
る
段

階
と
し
て
、﹁
で
は
、
我
々
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
﹂
と
い
う
こ

と
、
悪
い
考
え
、
悪
い
行
動
と
い
う
も
の
が
悪
い
と
い
う
こ
と

に
気
づ
き
、そ
れ
を
な
く
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
本
来
の
性
、﹁
本

然
之
性
﹂
に
戻
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
倫
理
学
説
を
展
開
す

る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
や
は
り
引
っ
か
か
る
の
は
、
後
の
朱
子
学
批

判
者
に
よ
っ
て
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
気
質
之
性
﹂
が
朱

熹
の
説
明
ど
お
り
だ
と
す
る
と
、
む
し
ろ
そ
れ
は
﹁
性
﹂
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
朱
子
学
の
本
来
言
っ
て
い
る
言
葉
遣
い

か
ら
い
う
と
、﹁
気
質
之
性
﹂
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
お
か

し
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、﹁
気
﹂
は

﹁
性
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、﹁
性
即
理
﹂
な
の
で
。
日
本
で
も
、

伊
藤
仁
斎
が
そ
こ
を
突
く
わ
け
で
す
。

　

確
か
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
朱
熹
が
苦
労
し
た
の
は
、

と
に
か
く
経
書
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
性
﹂
と
い
う
文
字
に

つ
い
て
、
彼
が
そ
う
解
釈
し
た
い
﹁
本
然
之
性
﹂・﹁
天
命
之
性
﹂

だ
け
で
は
解
釈
で
き
な
い
使
い
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、﹁
性
﹂
の
字
の
意
味

は
﹁
本
然
之
性
﹂
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
は
﹁
気
﹂
の
レ
ベ
ル
、

気
質
の
レ
ベ
ル
で
﹁
性
﹂
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
の
だ
と
い

う
説
明
の
仕
方
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
が
お
か
し
い
と
言

わ
れ
れ
ば
た
し
か
に
そ
う
で
す
が
、
経
学
と
し
て
、
経
典
の
解

釈
学
と
し
て
朱
子
学
が
体
系
化
さ
れ
て
き
た
事
情
か
ら
い
っ
て
、

そ
う
説
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

４
　「
理
気
論
」
は
「
心
性
論
」
を

裏
づ
け
る
た
め
の
理
論

　

次
に
﹁
理
気
論
﹂
と
﹁
心
性
論
﹂
と
の
関
係
を
話
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

朱
子
学
自
体
に
と
っ
て
﹁
理
気
論
﹂
と
﹁
心
性
論
﹂
と
は
、

で
は
ど
ち
ら
が
重
要
か
と
い
う
と
、
私
は
﹁
心
性
論
﹂
だ
と
思
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い
ま
す
。
よ
り
重
要
な
の
は
と
言
っ
た
意
味
は
、﹁
理
気
論
﹂
と

い
う
の
は
﹁
心
性
論
﹂
を
裏
づ
け
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
理
論

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
際
、
先
ほ
ど
朱
熹
の
語
録
と
し
て
は
、
現
在
、
黎
靖
徳
が

編
纂
し
た
﹃
朱
子
語
類
大
全
﹄
が
使
わ
れ
る
と
い
う
話
を
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
各
種
あ
り
ま
し
た
。
一
部
は
現
在
も

存
し
て
い
ま
す
が
、
黎
靖
徳
が
大
規
模
な
編
纂
事
業
を
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
不
要
と
み
な
さ
れ
、
今
日
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

も
の
も
多
い
。
書
名
と
目
次
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。
実
際
に
文
章
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
若
干
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
、
各
種
あ
る
朱
熹
の
語
録
の
中
で
は
、﹁
理
気
論
﹂
に
つ

い
て
は
扱
わ
ず
に
、﹁
心
性
論
﹂
か
ら
説
き
始
め
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
目
次
の
章
立
て
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
語
録
を
読
む
読
者
は
そ
う
い
う
こ
と

を
求
め
て
い
る
だ
ろ
う
、
読
者
の
需
要
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
だ
ろ
う
と
推
察
を
し
た
編
集
者
の
側
が
そ
う
い
う
構
成
に

し
た
の
で
し
ょ
う
。
読
者
の
問
題
関
心
は
自
分
自
身
の
修
養
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
。﹁
心
性
論
﹂
に
基
づ
い
て
﹁
修
養
論
﹂
が
展
開

し
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
実
際
に
自
分
の
修
養
、
実
践
的
に

そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
に
朱
熹
大
先
生
の
お
言
葉
を
読
む
こ
と

の
意
義
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
宇
宙
が
ど
う
や
っ
て
出
来
上

が
っ
て
い
る
か
と
か
、
天
地
の
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と

か
、
そ
の
よ
う
な
話
は
あ
ま
り
問
題
関
心
に
上
ら
な
か
っ
た
。

朱
熹
自
身
も
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
こ
と
が
言
い
た
く
て
﹁
理

気
論
﹂
を
言
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
哲
学
的
に
は
﹁
理
気
論
﹂
の
ほ
う
が
広
い
と
い

う
か
根
幹
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
全
宇

宙
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
世

界
の
中
の
一
つ
の
存
在
で
あ
る
我
々
人
間
、﹁
心
性
論
﹂
に
は
動

物
も
若
干
含
ま
れ
ま
す
が
、
我
々
命
あ
る
者
、
特
に
人
間
を
説

明
す
る
の
が
﹁
心
性
論
﹂
で
す
か
ら
、﹁
心
性
論
﹂
の
ほ
う
が

﹁
理
気
論
﹂
の
一
部
に
包
み
込
ま
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
る
わ
け

で
す
。

　
﹁
性
即
理
﹂
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
我
々
人
間
の
中
に
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
﹁
性
﹂
と
い
う
の
は
、
天
に
由
来
す
る

と
﹃
中
庸
﹄
に
書
い
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
天
か
ら
や
っ
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て
来
る
﹁
性
﹂
と
い
う
の
は
﹁
理
﹂
の
こ
と
で
す
。
き
ょ
う
は

省
略
し
て
話
し
た
の
で
わ
か
り
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
朱
子
学
は
、﹁
天
と
い
う
の
は
理
だ
﹂
と
い
う
考
え
方
を
も

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
、﹁
理
気
論
﹂
と
い
う
の

は
天
を
説
明
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
概
念
で
す
。

　

こ
れ
も
思
想
史
的
に
言
う
と
、﹁
人
性
論
﹂
と
い
う
の
が
古
く

か
ら
儒
教
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
し
た
。
漢
代
の
儒
教
に
お
い
て
、

も
っ
と
前
か
ら
も
ち
ろ
ん
﹃
孟
子
﹄
の
中
に
既
に
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
儒
家
思
想
が
誕
生
し
て
す
ぐ
に
﹁
人
間
の
本
性
と
は

何
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
漢
代

の
儒
教
に
お
い
て
は
、﹁
性
三さ

ん

品ぴ
ん

説
﹂
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す

が
、
三
品
説
と
い
う
の
が
普
通
で
し
た
。
漢
代
の
有
名
な
学
者

で
あ
る
董と

う

仲ち
ゅ
う

舒じ
ょ

は
、
紀
元
前
２
世
紀
の
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

王お
う

充じ
ゅ
うは

紀
元
１
世
紀
の
人
で
す
。
こ
の
董
仲
舒
や
王
充
と
い
う

人
た
ち
を
含
め
て
、
漢
代
の
学
者
た
ち
は
三
品
説
と
い
う
も
の

を
唱
え
て
い
ま
し
た
。﹁
三
品
﹂
と
い
う
の
は
、﹁
上
品
﹂﹁
中
品
﹂

﹁
下
品
﹂
で
す
。
上
中
下
、
三
つ
の
ラ
ン
ク
が
あ
る
。

　

人
は
生
ま
れ
つ
き
、
も
う
品
格
が
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
が
、﹁
性
﹂
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、

孟
子
の
性
善
説
と
は
違
う
わ
け
で
す
。﹁
上
品
﹂
の
人
は
善
で
す

が
、﹁
下
品
﹂
の
人
は
悪
だ
、
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
、
身
分
秩
序
に
お
け
る
支
配
階
層
の
支
配
を
正

当
化
す
る
言
説
で
も
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
少
し
後
の
時
代
を

貴
族
制
の
時
代
と
呼
び
ま
す
が
、
貴
族
た
ち
が
、
自
分
た
ち
が

な
ぜ
人
民
を
支
配
し
て
い
ら
れ
る
か
の
根
拠
づ
け
に
使
わ
れ
た

と
い
う
説
明
の
さ
れ
方
を
し
ま
す
。
と
に
か
く
、
人
間
の
﹁
性
﹂

は
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ー
で

あ
っ
て
、
特
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
激
論
が
か
わ
さ
れ
た
わ
け

で
も
な
い
。
孟
子
は
性
善
を
言
っ
て
い
て
、
だ
か
ら
三
品
説
は

お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
人
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
言
論
界
・
思
想
界
に
お
い
て
大
き
な
テ
ー
マ
に
は

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
流
れ
の
中
に
有
名
な
韓か

ん

愈ゆ

が
お
り
ま
し
て
、
８
世
紀
の

後
半
の
人
で
す
が
、﹁
性
﹂
に
つ
い
て
﹃
原
性
﹄
や
﹃
性
説
﹄
と

い
う
文
章
を
書
い
て
い
て
、
そ
こ
で
、
韓
愈
に
至
る
ま
で
の
思

想
史
を
整
理
し
ま
す
。
そ
の
整
理
が
あ
り
、
韓
愈
と
い
う
人
が

古
文
と
い
う
も
の
を
提
唱
し
、
古
文
運
動
が
展
開
し
た
と
い
う

の
は
前
回
の
講
演
で
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
韓
愈
が
注
目
を
集
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め
る
こ
と
に
よ
っ
て
韓
愈
の
思
想
史
整
理
が
注
目
さ
れ
て
議
論

が
展
開
し
て
い
く
と
い
う
、
あ
る
種
、
哲
学
界
の
ト
ピ
ッ
ク
を

韓
愈
が
設
定
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ど
う
い
う
ト
ピ
ッ
ク
か
と
い
う
と
、
韓
愈
が
自
分
の
文
章
の

中
で
思
想
史
を
整
理
し
た
際
に
、﹁
昔
、
孟
子
は
性
善
説
を
説
い

た
。
荀
子
は
性
悪
説
を
説
い
た
。
揚よ

う

雄ゆ
う

は
、
性
に
は
善
と
悪
が

混
じ
っ
て
い
る
と
説
い
た
﹂。
こ
の
よ
う
な
思
想
史
整
理
を
し
た

う
え
で
、
韓
愈
自
身
は
﹁
性
三
品
説
﹂
で
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、

韓
愈
が
﹁
性
三
品
説
﹂
を
言
い
始
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

漢
代
か
ら
ず
っ
と
あ
り
ま
す
が
、
韓
愈
の
思
想
史
整
理
の
文
章

を
読
ん
だ
人
た
ち
は
、
性
三
品
説
の
代
表
論
者
が
韓
愈
だ
と
い

う
こ
と
に
し
て
し
ま
い
、
性
説
の
様
々
な
パ
タ
ー
ン
、
性
善
説
、

性
悪
説
、
性
善
悪
混
説
、
性
三
品
説
、こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
孟
子
、

荀
子
、
揚
雄
、
韓
愈
に
配
当
す
る
形
で
、
思
想
史
理
解
と
同
時

に
概
念
整
理
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。

　

先
ほ
ど
、﹃
孟
子
﹄
の
中
に
既
に
性
善
悪
混
説
な
ど
が
あ
っ
た

と
紹
介
い
た
し
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
﹃
孟
子
﹄
の
中
で
は
三

品
説
は
な
い
の
で
、﹃
孟
子
﹄
よ
り
後
の
発
明
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
が
、
と
も
か
く
こ
う
い
う
整
理
が
さ
れ
て
、
そ
れ
を
巡
っ
て

議
論
が
あ
り
、
や
が
て
そ
の
中
で
道
学
が
主
張
す
る
孟
子
性
善

説
が
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

朱
熹
と
い
う
人
は
、
こ
の
理
論
武
装
、
つ
ま
り
、
孟
子
の
性

善
説
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
彼
は
道
学
の
流
れ
に
属
す
る
の
で
、

そ
の
理
論
武
装
を
﹁
理
気
論
﹂
に
よ
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。

朱
熹
の
﹁
理
気
論
﹂
と
い
う
の
は
﹁
心
性
論
﹂
を
裏
づ
け
る
た

め
の
理
論
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
私
は
思

っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
理
気
論
﹂
は
確
固
た
る
体
系
で
、

﹃
朱
子
語
類
大
全
﹄
の
よ
う
に
、
朱
子
学
と
い
う
と
ま
ず
﹁
理
気
﹂

か
ら
始
め
る
と
い
う
構
成
に
な
る
原
理
論
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
ま
す
が
、
朱
熹
は
﹁
理
気
論
﹂
自
体
を
自
分
の
主
張

と
し
て
打
ち
出
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
あ
る
意
味
で
は
象
徴
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
朱
子
学
を
批
判
し
た
の
は
陽
明
学
で
、
陽
明
学
も
性

善
説
で
孟
子
の
性
善
説
を
継
承
し
ま
す
。

　

一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
陽
明
学
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
﹁
理
気
論
﹂
を
や
り
ま
せ
ん
。
私
の
解
釈
で
は
、
朱
子
学

が
立
て
た
﹁
理
気
論
﹂
を
そ
の
ま
ま
陽
明
学
で
も
受
け
継
い
で
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い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
理
﹂
や
﹁
気
﹂
に
つ
い
て
、

王
守
仁
が
特
に
そ
の
こ
と
自
体
を
理
論
化
し
よ
う
と
し
な
か
っ

た
の
は
、
朱
子
学
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
た
か
ら
、
宇
宙

の
理
解
、
人
間
の
中
に
﹁
理
﹂
と
﹁
気
﹂
が
両
方
あ
る
と
い
う

話
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

の
と
こ
ろ
を
問
題
視
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
朱
熹
の
語
録

の
中
に
﹁
理
気
論
﹂
は
な
く
て
、
い
き
な
り
﹁
心
性
論
﹂
か
ら

始
め
て
、
修
養
の
問
題
を
説
い
て
い
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
る
も
の
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
同
じ
構
図
が
陽
明
学
そ

れ
自
体
の
中
に
も
見
え
ま
す
。

　

更
に
、
陽
明
学
で
は
性
善
説
を
極
限
化
し
て
﹁
無
善
無
悪
説
﹂

と
い
う
も
の
を
唱
え
る
人
た
ち
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
王
守
仁

自
身
が
こ
れ
に
賛
成
し
た
か
ど
う
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
が
、﹁
性
﹂
に
善
、
悪
の
よ
う
な
色
を
つ
け
て
は
い
け
な
い

と
。
私
が
極
限
化
と
表
現
し
た
の
は
、
究
極
の
善
に
は
対
立
概

念
と
し
て
の
悪
が
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
善
と
名
づ
け
て
、

孟
子
は
性
善
と
言
っ
た
と
す
る
理
解
で
す
。
実
際
に
世
の
中
に

は
様
々
な
悪
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
も
そ
も
の
﹁
性
﹂
が
そ

う
し
た
悪
と
対
立
す
る
意
味
で
の
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
孟

子
が
説
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
で
す
。
だ
か
ら
、
孟
子

が
言
っ
て
い
る
性
善
説
は
、
ど
こ
か
に
悪
が
あ
っ
て
、﹁
性
﹂
は

善
で
あ
る
と
い
う
、
先
ほ
ど
の
朱
子
学
の
平
板
な
理
解
で
性
善

情
悪
説
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
陽
明
学
も
あ
る
種
そ
う
い
う
思

い
込
み
で
朱
子
学
を
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。﹁
悪

の
起
源
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
性
は
そ
う
で
は
な
く
善
の
ほ
う

に
属
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
と
、
性
善
説
の
﹁
性
﹂

が
狭
い
範
囲
に
な
っ
て
し
ま
う
。
朱
子
学
が
言
う
よ
う
な
、﹁
本

然
之
性
﹂
と
﹁
気
質
之
性
﹂
を
分
け
な
い
と
説
明
で
き
な
い
と

い
う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
陽
明
学
の
一
派
は

そ
う
で
は
な
く
て
、
孟
子
が
言
っ
て
い
る
性
善
説
、
あ
る
い
は

﹃
中
庸
﹄
が
説
い
て
い
る
﹁
性
﹂
の
説
と
い
う
の
は
、
我
々
が
言

う
よ
う
な
意
味
の
善
悪
を
相
対
化
し
た
意
味
で
の
善
や
悪
で
は

な
く
、
も
っ
と
高
次
の
概
念
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。

あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
﹁
心
性
論
﹂
の
中
で
の
問
題
展
開
で
す
。

﹁
理
気
論
﹂
は
、
こ
こ
で
は
関
わ
ら
な
い
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、﹁
数
に
よ
っ
て
宇
宙
を
理
解
す
る
﹂
と
い
う
の
が
漢

代
以
来
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
も
朱
子
学
の
中
に
流
れ
込
ん

で
い
ま
す
が
、
私
自
身
も
そ
こ
に
興
味
関
心
が
あ
っ
て
研
究
し
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て
い
ま
す
。
そ
れ
は
易
の
世
界
で
す
。

　

易
そ
の
も
の
に
数す

う

が
あ
り
、﹁
八
卦
、
六
四
卦
﹂
な
ど
は
そ
う

で
す
が
、
象し

ょ
う
は
漢
代
以
来
ず
っ
と
そ
う
い
う
解
釈
が
あ
り
、
そ

の
延
長
線
上
に
朱
熹
も
朱
子
学
も
易
の
数
に
つ
い
て
議
論
を
展

開
し
て
い
て
、
そ
れ
が
音
楽
な
ど
と
も
関
係
し
て
く
る
。

　

朱
子
学
の
場
合
、そ
こ
に
﹁
理
﹂
を
持
ち
込
ん
で
、
易
も
﹁
理
﹂

に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
非
常
に
重

要
な
哲
学
と
い
う
か
、
こ
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
学
術
で

す
。
こ
れ
も
、
あ
く
ま
で
経
書
を
解
釈
す
る
た
め
に
重
要
な
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
彼
が
教
説
と
し
て
一
番
言
い
た
か
っ
た
の
は
、

や
は
り
﹁
心
性
論
﹂
の
部
分
で
あ
り
、
心
性
論
を
経
学
と
し
て
、

つ
ま
り
、
経
書
の
解
釈
学
と
し
て
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
例
え

ば
、
易
の
中
で
の
数
の
問
題
や
、
そ
の
他
、
様
々
な
経
書
の
中

の
文
言
解
釈
を
﹁
理
気
論
﹂
と
し
て
組
み
立
て
、そ
の
﹁
理
気
論
﹂

に
よ
っ
て
﹁
心
性
論
﹂
を
根
拠
づ
け
た
。
私
が
言
っ
て
い
る
﹁
心

性
論
﹂
が
、
経
の
中
に
あ
る
﹁
心
性
論
﹂
の
正
し
い
解
釈
だ
、

い
ま
ま
で
の
性
三
品
な
ど
を
言
っ
て
い
た
学
者
た
ち
の
﹁
心
性

論
﹂
は
間
違
い
な
の
だ
、
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
﹁
理
﹂
や
﹁
気
﹂

が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
す
る
た
め
の
論
拠
と

し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
両
者
の

関
係
に
つ
い
て
の
考
え
で
す
。

　

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
ご
批
判
を
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︵
こ
じ
ま　

つ
よ
し
／
東
京
大
学
教
授
︶


