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介
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一
〇
四
　
　
　
（
一
一
九
六
）

藤

井
　
昇
　
三
　
著

『
孫
文
の
研
究
ー
ー
と
く
に
民
族
主
義
理
論
の

　
　
発
展
を
中
心
と
し
て
i
』

本
書
は
、
日
中
関
係
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
発
展

の
研
究
で
あ
る
．

著
者
の
視
角

「
日
中
両
国
の
真
の
民
衆
的
提
携
」
（
二
八
五
頁
）



　
著
者
は
、
「
孫
文
の
革
命
路
線
は
そ
の
晩
年
に
お
い
て
、
戦
術
的
な
面
に
お

い
て
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
根
本
に
あ
る
革
命
思
想
お
よ
び
戦

略
の
面
に
お
い
て
も
、
大
き
な
転
換
を
と
げ
た
と
考
え
る
」
（
三
～
四
頁
）
．
こ
の

革
命
路
線
転
換
の
内
容
こ
そ
が
、
中
国
民
衆
の
力
に
対
す
る
認
識
の
深
化
、
そ

の
大
衆
を
基
盤
と
す
る
反
帝
国
主
義
的
民
族
主
義
で
あ
つ
た
。
こ
こ
で
著
者
が

孫
文
の
革
命
路
線
転
換
の
指
標
と
し
て
民
衆
基
盤
の
形
成
を
考
え
て
い
る
こ

と
は
、
日
中
両
国
の
「
民
衆
的
提
携
」
と
い
う
著
者
の
視
角
と
無
関
係
で
は
な

い
。

　
問
題
の
所
在

　
以
上
の
視
角
か
ら
．
著
者
は
、
孫
文
の
民
族
理
論
発
展
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の

　
三
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
。

　
e
孫
文
の
民
族
、
主
義
理
論
転
換
の
時
期
お
よ
び
そ
の
契
機
。

　
⇔
「
孫
文
の
革
命
路
線
の
転
換
の
具
体
的
表
現
と
し
て
連
ソ
政
策
が
採
用
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
も
基
本
的
に
変
化
を
遂
げ
た
の

か
否
か
と
い
う
問
題
」
．

　
㊧
「
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
最
終
的
到
達
点
と
し
て
の
、
一
九
二
四
年
の

大
ア
ジ
ア
主
義
講
演
に
お
い
て
孫
文
が
真
に
意
図
し
た
も
の
は
何
で
あ
つ
た

か
」
、
そ
の
意
図
は
か
れ
の
民
族
主
義
理
論
の
発
展
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る

の
か
。

　
以
上
、
著
者
が
提
起
さ
れ
た
三
つ
の
問
題
を
、
政
治
思
想
と
政
治
行
動
と
の

関
係
に
お
い
て
、
孫
文
思
想
評
価
の
問
題
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
た

い
と
思
う
。

紹
介
と
批
評

二

　
ま
ず
第
一
に
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
転
換
の
時
期
に
か
ん
す
る
問
題
か
ら

は
じ
あ
よ
う
。
孫
文
は
、
太
平
天
国
崩
壊
直
後
の
一
八
六
六
年
に
広
東
省
に
生

れ
、
一
八
八
四
年
の
清
仏
戦
争
以
来
革
命
運
動
に
入
る
決
意
を
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
．
一
九
世
紀
末
の
清
朝
は
、
日
清
戦
争
に
お
け
る
敗
北
・
戊
戌
の
政
変

に
よ
る
混
乱
・
義
和
団
な
ど
の
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
支
配
の
基
礎

は
ま
す
ま
す
崩
壊
に
近
づ
き
つ
つ
あ
つ
た
。
一
八
九
五
年
の
広
東
挙
兵
、
一
九

〇
〇
年
の
恵
州
挙
兵
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
事
件
に
乗
じ
て
孫
文
一
派
が
ひ

き
お
こ
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
．
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
失
敗
に
帰
し
た
。
著
者

は
こ
こ
で
、
孫
文
が
清
朝
政
権
打
倒
の
た
め
に
日
本
に
援
助
を
求
め
て
い
た
こ

と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
日
本
側
か
ら
も
孫
文
に
対
す
る
援
助
の
あ
つ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
．
著
者
の
設
定
で
は
、
こ
の
時
期
の
日
本
に
は
孫
文
の
革
命
運

動
を
援
助
す
る
三
つ
の
潮
流
が
あ
つ
た
。
第
一
は
、
「
膨
脹
主
義
的
国
権
拡
張

主
義
者
で
あ
り
且
つ
狂
信
的
な
天
皇
制
の
支
持
者
」
で
あ
る
「
頭
山
満
、
内
田

良
平
ら
の
率
い
る
玄
洋
社
な
い
し
黒
龍
会
系
の
諸
団
体
」
で
あ
り
、
第
二
は
、

「
主
観
的
に
は
自
由
民
権
的
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
客
観
的
に
は
日
本
の
膨
脹

主
義
的
大
陸
発
展
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
宮
崎
（
沼
天
）
ら
の
民
権
的
自

由
主
義
者
」
で
あ
り
、
第
三
は
、
「
自
由
主
義
的
な
側
面
を
有
し
つ
つ
も
基
本

的
に
は
国
家
主
義
者
で
あ
る
犬
養
、
大
隈
ら
の
議
会
政
治
家
」
で
あ
つ
た
。
一

九
〇
五
年
の
中
国
革
命
成
立
の
頃
に
な
る
と
、
日
本
側
の
孫
文
援
助
体
制
に
変

化
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
．
す
な
わ
ち
、
「
思
想
的
に
最
も
深
く
孫
文
に
共
鳴
す

る
宮
崎
」
ら
の
民
権
的
自
由
主
義
者
は
、
日
本
国
内
で
そ
の
政
治
的
・
財
政
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
　
（
一
一
九
七
4



　
　
　
紹
介
と
批
評

基
盤
を
失
い
、
そ
れ
に
か
わ
つ
て
第
一
の
国
権
拡
張
を
目
ざ
す
右
翼
系
諸
団
体

の
勢
力
が
拾
頭
し
て
き
た
．
中
国
革
命
同
盟
会
成
立
に
あ
た
つ
て
、
玄
洋
社
・

黒
龍
会
系
の
諸
団
体
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
、
右
翼
勢
力
拾
頭
の
一

例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
以
後
、
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
に

い
た
る
ま
で
に
、
中
国
革
命
同
盟
会
は
清
朝
支
配
に
対
す
る
一
連
の
武
装
蜂
起

を
試
み
た
。
こ
の
間
の
孫
文
は
、
基
本
的
に
は
日
本
の
前
記
三
グ
ル
ー
プ
に
清

朝
打
倒
の
援
助
を
期
待
し
な
が
ら
も
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
日
本
政
府
お
よ

び
民
間
右
翼
へ
の
不
信
を
増
し
て
い
つ
た
．
一
九
〇
七
年
に
武
器
購
入
の
全
権

を
宮
崎
一
人
に
委
任
し
た
こ
と
、
一
九
一
〇
年
末
か
ら
一
九
二
年
初
頭
に
か

け
て
宮
崎
に
送
つ
た
書
簡
の
な
か
で
、
孫
文
が
日
本
の
韓
国
併
合
を
非
難
し
て

い
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
著
老
は
指
摘
す
る
．

　
辛
亥
革
命
の
成
功
に
よ
つ
て
、
孫
文
の
革
命
の
対
象
は
清
朝
か
ら
衰
世
凱
の

支
配
に
転
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
そ
の
対
日
依
存
の
方
針
に
は
変
化
が
み

ら
れ
ず
、
「
ひ
た
す
ら
反
動
的
日
本
軍
閥
及
び
利
権
獲
得
に
狂
奔
し
て
対
華
進

出
を
企
図
す
る
日
本
実
業
家
に
救
援
を
求
め
」
、
国
内
の
労
農
大
衆
、
都
市
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
味
方
に
ひ
き
入
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
．
こ
の
態
度
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
日
本
政
府
が
中
国
に
対
し
て
お
こ
な
つ
た

二
十
一
ヵ
条
要
求
に
対
す
る
孫
文
の
反
応
の
な
か
に
貫
か
れ
て
い
る
。
彼
は
討

衰
の
見
地
か
ら
日
本
へ
の
接
近
を
試
み
る
と
と
も
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
中

国
は
イ
ギ
リ
ス
と
手
を
結
ん
で
ド
イ
ッ
に
宣
戦
す
べ
き
で
な
く
、
日
本
、
ア
メ

リ
カ
と
提
携
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
中
立
的
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
．
一
九
一
九
年
以
前
の
孫
文
の
民
族
主
義
の
構
造
は
．

国
内
の
大
衆
に
革
命
運
動
の
基
盤
を
求
め
る
こ
と
な
く
．
基
本
的
に
鳳
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
（
一
一
九
八
4

政
府
・
民
間
勢
力
の
援
助
に
期
待
し
な
ボ
ら
．
国
内
の
封
建
的
清
朝
支
配
、
そ

の
後
を
う
け
つ
い
だ
哀
世
凱
・
諸
軍
閥
政
権
の
支
配
を
転
覆
し
よ
う
と
し
て
い

た
、
と
著
者
は
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
孫
文
の
親
日
的
態
度
は
、
一
九
一
九
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
開
か
れ
た

南
北
和
平
会
議
を
契
機
と
し
て
転
換
し
は
じ
め
た
。
こ
の
会
議
は
、
北
京
の
軍

閥
政
権
と
広
東
を
中
心
と
す
る
南
方
革
命
政
権
と
の
あ
い
だ
で
妥
協
を
は
か
る

こ
と
に
よ
つ
て
中
国
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
、
日
本
政
府
を
中
心
と
す
る
列
国

の
勧
告
に
基
い
て
開
か
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
の
間
も
、

軍
事
協
定
に
も
と
づ
い
た
参
戦
軍
編
成
、
参
戦
借
款
交
付
に
み
ら
れ
る
よ
5
な

原
内
閣
の
北
方
軍
閥
政
権
援
助
は
止
ま
ず
、
日
本
政
府
の
表
面
に
お
け
る
中
国

不
干
渉
と
裏
面
に
お
け
る
軍
閥
操
縦
政
策
は
、
孫
文
を
し
て
反
日
に
追
い
や
つ

た
の
で
あ
る
。
孫
文
の
親
日
か
ら
反
日
へ
の
転
換
に
対
応
し
て
、
日
本
に
お
い

て
も
民
衆
的
要
素
を
も
つ
た
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
が
進
展
し
て
お
り
、
孫

文
が
こ
の
運
動
の
な
か
に
日
本
政
府
・
軍
部
に
対
立
す
る
要
素
を
発
見
し
た
こ

と
は
た
し
か
で
あ
り
、
こ
の
発
見
は
、
五
四
運
動
に
お
い
て
孫
文
が
革
命
の
担

い
手
と
し
て
民
衆
の
力
に
覚
醒
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
つ
た
。
従
つ
て
、

著
者
は
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
転
換
を
．
大
衆
に
基
礎
を
お
い
た
親
日
か
ら

反
日
へ
の
転
換
、
さ
ら
に
は
外
国
帝
国
主
義
依
存
の
放
棄
へ
の
出
発
と
し
て
把

握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
、
孫
文
の
革
命
路
線
の
転
換
の

時
期
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
5
に
述
べ
て
い
る
．
「
前
期
か
ら
後
期
（
前
期
－

五
四
運
動
以
前
、
後
期
ー
五
四
運
動
以
後
－
：
筆
者
註
）
へ
移
動
す
る
転
換
点

は
、
右
の
区
分
に
よ
れ
ば
五
四
運
動
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
こ
れ
が
正
し
い

が
、
と
く
に
か
れ
の
民
族
主
義
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
五
四
運
動
の
前
後
に



ま
た
が
る
南
北
和
平
会
議
も
か
れ
の
思
想
的
転
換
を
促
し
た
重
要
な
一
因
で
あ

る
こ
と
を
同
時
に
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
二
八
頁
）

　
こ
こ
で
、
孫
文
民
族
主
義
理
論
転
換
の
時
期
に
か
ん
す
る
著
者
の
把
握
の
仕

方
を
取
上
げ
て
見
た
い
．
前
述
し
た
よ
う
に
、
孫
文
の
民
族
主
義
の
転
換
を
、

著
者
は
親
日
か
ら
反
日
へ
の
転
換
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

南
北
和
平
会
議
は
こ
の
転
換
を
促
す
契
機
と
な
つ
た
と
主
張
し
て
い
る
．
こ
の

と
ら
え
方
に
は
若
干
の
疑
間
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
た
し
か
に
．
著
者

の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
一
九
年
以
前
の
孫
文
の
革
命
路
線
は
、
帝
国
主

義
的
意
図
に
満
ち
た
日
本
政
府
に
依
存
し
な
が
ら
、
北
京
軍
閥
政
権
、
そ
の
背

後
に
あ
る
列
強
の
支
配
を
打
倒
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
か
れ
の
民
族
主
義
理
論
は
、
一
方
の
帝
国
主
義
に
対
す
る
に
、
他
の

帝
国
主
義
に
依
存
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
つ
た
と
い
え
る
．
こ
の
民
族
主
義
の

構
造
は
、
一
九
一
九
年
に
お
い
て
変
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
．
著
者
も
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
南
北
和
平
会
議
、
五
四
運
動
に
お
い
て
、
孫
文
が
直
面
し
た
民
族

革
命
の
対
象
が
日
本
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
か
れ
の
民
族
主
義
の
反
日
的
傾
向
を

強
化
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
反
比
例
的
に
親
米
的
傾
向
を

助
長
し
、
か
れ
を
し
て
、
「
我
国
ガ
若
シ
米
国
ト
連
合
ス
レ
バ
日
本
ハ
催
ル
ル

ニ
当
ラ
ナ
イ
」
（
一
九
一
九
年
、
「
山
東
問
題
ユ
対
ス
ル
意
見
」
）
と
云
わ
し
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
孫
文
が
英
文
に
よ
る
宣
伝
を
主
張
し
て
い
た
こ
と

も
、
（
一
九
二
〇
年
一
月
二
十
九
日
「
海
外
国
民
党
同
志
へ
」
）
米
英
へ
の
接
近
の

試
み
と
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
私
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
二
〇
年

の
段
階
に
お
い
て
も
、
孫
文
の
民
族
主
義
の
構
造
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
日
本
に

対
す
る
に
ア
メ
リ
カ
に
依
存
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
、
そ
れ
は
基
本
的
に
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評

は
帝
国
主
義
の
力
の
均
衡
の
う
え
で
自
己
の
民
族
革
命
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る

方
式
で
あ
り
、
一
九
一
九
年
以
前
と
本
質
的
に
変
化
し
て
い
な
い
、
と
考
え
る

の
で
あ
る
．
む
し
ろ
そ
の
民
族
主
義
の
論
理
構
造
の
変
化
の
契
機
を
求
め
る
と

す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ソ
連
と
の
結
合
を
ま
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

が
私
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
著
者
の
提
起
さ
れ
た
第
二
の
問
題
と
の

関
連
で
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
ら
に
、
一
九
一
九
年
を
契
機
に
転
換
し
た
民
族
主
義
の
担
い
手
と
し
て
の

民
衆
に
対
す
る
孫
文
の
認
識
の
分
析
が
、
必
ず
し
も
充
分
と
は
い
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
孫
文
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
な
か
に
、
「
自

国
内
の
み
な
ら
ず
相
互
に
隣
国
に
お
け
る
民
衆
的
要
素
」
を
見
出
し
た
こ
と

は
、
「
孫
文
の
日
本
観
の
転
換
に
お
け
る
、
そ
し
て
同
時
に
か
れ
の
革
命
路
線

の
歴
史
的
転
換
期
に
お
け
る
、
日
中
両
国
民
の
真
の
提
携
の
．
孫
文
の
生
涯
を

通
じ
て
、
最
初
に
し
て
最
後
の
機
会
で
あ
つ
た
」
と
考
え
て
い
る
。
著
者
は
こ

こ
で
、
孫
文
の
民
衆
認
識
の
契
機
を
対
外
的
要
因
に
の
み
求
め
て
い
る
の
で
あ

ろ
5
か
．
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
．
著
者
も
、
五
四
運
動
に
お
け
る
民
衆
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆
発
が
、
孫
文
の
民
衆
認
識
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と

は
否
定
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
認
識
の
過
程
に
対
す
る
分
析
が
欠
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
簡
単
に
云
え
ば
、
五
四
運
動
以
後
の
大
衆
運
動
、
と
く

に
労
農
運
動
の
発
展
が
孫
文
の
民
衆
に
対
す
る
認
識
を
目
ざ
め
さ
せ
、
そ
の
後

の
ソ
連
と
の
接
触
（
例
え
ば
、
一
九
二
一
年
末
マ
ー
リ
ン
が
孫
文
に
会
い
、
労
農

大
衆
を
基
礎
と
す
る
大
衆
的
政
党
の
必
要
性
を
説
い
た
こ
と
）
に
よ
つ
て
．
か
れ

の
民
衆
認
識
が
深
化
し
て
い
つ
た
過
程
の
分
析
を
望
み
た
い
。

　
こ
こ
で
私
が
主
張
し
た
い
こ
と
は
、
転
換
後
の
孫
文
の
民
族
主
義
の
構
造
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を
、
民
衆
的
基
盤
の
う
え
に
た
つ
て
、
中
国
に
利
権
を
も
つ
列
強
全
体
を
帝
国

主
義
と
し
て
民
族
主
義
の
対
象
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
、
そ
の
転
換
点
は
、
民

衆
認
識
に
お
い
て
は
五
四
運
動
で
あ
り
、
反
帝
国
主
義
の
認
識
は
、
帝
国
主
義

と
結
合
し
た
軍
閥
陳
燗
明
の
叛
乱
の
あ
つ
た
一
九
二
二
年
六
月
以
後
に
生
れ

た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
孫
文
は
、
一

九
二
二
年
六
月
の
『
徐
世
昌
退
職
後
ノ
対
外
宣
言
』
に
お
い
て
、
中
国
が
「
列

強
ノ
植
民
地
ノ
地
位
」
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
は
じ
め
て
列
強
全
体
に
対
し
て

中
国
の
国
際
的
地
位
の
平
等
を
恢
復
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
従
つ

て
、
大
衆
的
基
盤
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
反
帝
国
主
義
的
性
格
を
も
つ
よ

う
に
な
つ
た
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
転
換
の
契
機
は
、
一
九
一
九
年
の
五
四
運

動
に
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
的
転
換
は
一
九
二
二
年
六
月
の
陳
燗
明
の

叛
乱
以
後
に
あ
つ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
．
一
九
一
九
年
の
南
北

和
平
会
議
は
、
孫
文
の
民
族
主
義
の
対
象
を
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
日
本
へ

変
化
さ
せ
た
が
、
い
ぜ
ん
と
し
て
帝
国
主
義
の
勢
力
均
衡
の
う
え
に
立
つ
て
民

族
革
命
を
遂
行
し
ょ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
孫
文
の
民
族
主

義
理
論
の
構
造
的
転
換
へ
の
契
機
で
あ
つ
た
、
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
著
者
も
、
南
北
和
平
会
議
が
孫
文
の
民
族
主
義
転
換
の
唯
一
の
契
機
で
あ

つ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
重
要
な

一
因
」
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
思
想
が
た
だ
一
つ
の
事
件
に

よ
つ
て
変
化
す
る
と
つ
ね
に
考
え
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い

が
、
一
定
量
の
経
験
が
蓄
積
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
政
策
が
質
的
、
構
造
的
に
変

化
し
う
る
こ
と
は
当
然
考
え
て
し
か
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
転
換
を
画
定
す
る
事
実
が
求
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め
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
南
北

和
平
会
議
を
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
転
換
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
．
他
の
諸
要

因
と
の
並
列
的
関
係
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
反
帝
国
主
義
的
民
族
主
義
の

構
造
の
と
ら
え
方
、
と
く
に
後
述
す
る
ソ
連
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
著
者
の
提
起
さ
れ
た
第
二
の
間
題
で
あ
る
連

ソ
政
策
の
評
価
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
著
者
は
連
ソ
政
策
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
一
九
二
四
年
に
お

い
て
社
会
主
義
国
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
か
ら
軍
事
面
、
財
政
面
に
お
け
る
人
的
、
物
質

的
援
助
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
．
従
来
の
抽
象
的
概
念
と
し
て
の
反
帝
国

主
義
の
域
を
脱
し
て
、
実
質
面
に
お
い
て
も
帝
国
主
義
資
本
へ
の
依
存
を
払
拭

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
晩
年
の
孫
文
の
民
族
主

義
は
、
ソ
連
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
反
帝
国
主
義
的
民
族
主
義
と
な
つ
た

と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
点
ま
で
は
私
も
異
存
は
な
い
。
問
題

は
孫
文
の
ソ
連
と
の
結
合
の
も
つ
意
味
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
で
あ
る
．
著

者
は
、
「
連
ソ
政
策
を
採
用
す
る
に
い
た
る
ま
で
に
、
孫
文
の
民
族
主
義
自
体

が
変
化
し
て
い
る
と
考
え
」
て
お
り
、
「
連
ソ
政
策
の
採
用
は
、
孫
文
の
民
族

主
義
の
転
換
が
到
達
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
当
然
の
帰
結
で
あ
つ
た
」
（
五
～

六
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
。
連
ソ
政
策
が
完
成
さ
れ
た
の
は
一
九
二
四
年
で
あ

る
が
、
す
で
に
そ
の
契
機
は
一
九
一
二
年
末
に
孫
文
が
ボ
ロ
デ
ィ
ン
と
会
つ

て
、
ソ
連
の
ネ
ッ
プ
の
な
か
に
自
己
の
民
生
主
義
を
見
出
し
た
時
に
始
つ
て
い

る
。
こ
の
時
期
の
孫
文
の
民
族
主
義
は
、
陳
畑
明
へ
の
依
存
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
基
本
的
に
は
帝
国
主
義
お
よ
び
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
軍
閥
の
勢
力
均
衡
の

上
に
立
つ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
構
造
的
変
化
は
完
成
さ
れ
て
い
な
か
つ



た
。
従
つ
て
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
が
反
帝
国
主
義
的
性
格
を
も
つ
に
あ
た

つ
て
そ
の
契
機
と
な
つ
た
要
因
は
、
孫
文
の
反
帝
国
主
義
闘
争
に
お
け
る
主
体

的
経
験
は
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
本
質
的
に
も
ま
た
時
期
的
に

も
、
ソ
連
と
の
結
合
が
最
も
重
大
な
要
因
で
あ
つ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
私

は
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
転
換
は
、
列
国
帝
国
主
義
の
植
民
地
的
支
配
を

否
定
す
る
ソ
連
と
の
結
合
に
お
い
て
、
そ
の
構
造
的
変
化
を
と
げ
た
と
考
え
た

い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
孫
文
の
連
ソ
政
策
の
採
用
は
、
か
れ
の
民
族
主
義

理
論
転
換
の
「
帰
結
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
は
契
機
で
あ
り
出
発
点
で
あ

つ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
第
一
の
問
題
点
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
私
が

大
衆
を
基
礎
と
し
．
ソ
連
と
の
提
携
に
よ
る
列
強
全
体
へ
の
反
対
を
反
帝
国
主

義
的
民
族
主
義
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、
著
者
は
、
一
九
一
九
年
の

親
日
か
ら
反
日
へ
の
転
換
を
民
族
主
義
理
論
の
転
換
と
み
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
の
変
化
を
そ
の
論
理
構
造
上
の
変
化
と
し
て
で
は

な
く
、
そ
の
対
象
の
変
化
と
し
て
の
み
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
対
比

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
一
九
二
四
年
に
到
達
し
た
孫
文
の
反
帝
国
主
義
的
民
族
主
義

は
、
「
基
本
的
に
変
化
を
と
げ
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
こ
の
点
に
つ
い

て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
民
族
主
義
と
反
帝
国
主
義
及
び
世
界
主
義

を
統
一
的
に
把
握
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
国
際
的
規
模
に
お
け
る
被
圧
迫
民
族
解

放
運
動
の
一
環
と
し
て
理
解
し
得
た
と
き
、
か
れ
の
革
命
的
民
主
主
義
者
と
し

て
の
従
来
の
立
場
は
も
は
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
主
義
の
枠
内
に
制
約
さ
れ
た
ま

ま
に
は
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
今
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
主
義
の
限
界
を
一
歩

越
え
て
前
進
し
た
の
で
あ
つ
た
。
」
し
か
し
そ
の
反
面
、
民
族
主
義
の
担
い
手
と
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し
て
の
民
衆
、
と
く
に
労
農
大
衆
に
対
す
る
考
え
方
は
、
一
九
二
四
年
の
「
三

民
主
義
」
講
演
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
孫
文
の
主
観
的
側
面
で
は
、
い
ぜ
ん
と

し
て
階
級
調
和
的
限
界
に
と
ど
ま
つ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
．
か
れ

の
民
族
主
張
を
支
え
る
基
盤
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
限
界
内
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
。

し
た
が
つ
て
、
孫
文
は
主
観
的
に
は
、
国
内
に
お
け
る
階
級
調
和
的
立
場
か
ら

民
族
主
義
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
半
植
民
地
中
国
と
い
う
条
件
の
下
で
の

み
、
客
観
的
に
は
反
帝
国
主
義
的
目
非
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
機
能
を
果
し
た
、
と
私

は
考
え
る
。
こ
こ
に
孫
文
の
政
治
思
想
評
価
に
お
け
る
主
観
的
意
図
と
そ
の
も

た
ら
す
客
観
的
結
果
、
も
し
く
は
、
著
者
の
提
起
さ
れ
た
理
論
と
実
践
と
の
相

関
関
係
に
か
ん
す
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
政
治
思
想
史
に
お
け

る
思
想
の
最
終
的
評
価
は
、
そ
の
客
観
的
側
面
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
、
晩
年
の
孫
文
の
民
族
理

論
が
変
質
し
た
と
す
る
著
者
の
見
解
に
結
論
的
に
賛
成
で
あ
る
．
し
か
L
、
そ

の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
連
ソ
政
策
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
政
治
思
想

史
の
評
価
に
お
け
る
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側
面
、
理
論
と
実
践
と
の
区
別
を

明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
指
摘
す
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
著
老
の
方
法
に
不
満
足
な
点
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
大
ア
ジ
ア
主
義
論
を
孫
文
の
民
族
主
義
理
論
発
展
の
う
え
で
考

え
、
そ
れ
は
た
ん
に
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
と
の
無
条
件
的
提
携
を
説
い
た
も

の
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
被
抑
圧
民
族
を
結
集
し
て
、
欧
米
列
強
の
植
民
地
支

配
を
打
倒
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
真
の
意
図
が
あ
つ
た
、
と
解
す
る
著

者
の
立
場
に
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。

　
本
書
は
著
者
藤
井
昇
三
氏
が
長
年
に
わ
た
つ
て
手
が
け
て
来
ら
れ
た
テ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
九
　
　
　
（
一
二
〇
輔
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

で
あ
り
、
東
京
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
既
に
の
べ

て
来
た
よ
う
に
私
が
見
解
を
異
に
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
長
年
に
わ
た
つ
て
蒐

集
し
、
引
用
し
た
資
料
は
豊
富
で
あ
り
、
そ
の
綿
密
な
記
述
と
相
ま
つ
て
従
来

の
孫
文
研
究
を
前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
目
下
台
湾
、
中
国

双
方
に
お
い
て
孫
文
が
高
く
評
価
さ
れ
な
が
ら
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
過
ぎ
て
し
ま

つ
た
あ
ま
り
、
ま
と
ま
つ
た
研
究
書
が
出
版
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
、

ソ
連
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
今
日
、
本
書
は
日
本
に
の
み
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の

孫
文
研
究
に
も
大
き
く
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勤
草
書
房
刊
・
三
〇
二
頁
・
一
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
田
　
辰
雄
）

一
〇

二
二
〇
二
）


