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近
代
日
本
研
究
第
四
十
巻
（
二
〇
二
三
年
度
）

論
説

平
塚
ら
い
て
う
に
お
け
る
「
自
己
」
概
念
の
形
成

―
―
一
九
一
二
年
の
評
論
を
手
が
か
り
に
―
―

蔭

木

達

也

は
じ
め
に

平
塚
ら
い
て
う
（
一
八
八
六
―
一
九
七
一
）
は
近
代
日
本
の
女
性
解
放
運
動
の
旗
手
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、『
青
鞜
』
創
刊

の
こ
ろ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
出
発
期
」
の
平
塚
の
思
想
に
つ
い
て
は
、「
女
性
」
の
解
放
で
は
な
く
、「
絶
対
」
的
「
究
極
」
的
な

「
自
己
」
の
追
求
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
（
1
）

い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
究
極
」
の
「
自
己
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
実

の
自
分
自
身
を
超
越
し
、「
客
体
」
や
「
自
然
」
に
「
同
化
」
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
（
2
）

き
た
。

近
年
の
研
究
は
こ
う
し
た
平
塚
の
「
自
己
」
概
念
に
つ
い
て
、
禅
と
の
関
わ
り
や
そ
の
初
期
の
著
作
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
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形
成
過
程
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
水
田
珠
枝
は
「
平
塚
が
女
性
の
解
放
と
見
た
の
は
、
精
神
の
極
度
の
集
中
に

よ
っ
て
獲
得
し
た
一
種
の
催
眠
状
態
で
あ
り
、
無
念
無
想
の
真
空
状
態
で
あ
り
、
崇
高
な
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
自
己
を
意
識
す

る
感
覚
」
と
書
き
、「
自
己
」
と
「
自
然
」
の
一
体
化
を
指
摘
し
た
（
3
）

上
で
、『
青
鞜
』
刊
行
以
後
に
つ
い
て
は
一
九
一
二
年
の
評
論

を
取
り
上
げ
つ
つ
「
平
塚
の
論
調
の
変
化
」
を
捉
え
て
い
る
。「�
元
始
�
で
彼
女
は
、
中
・
下
層
の
自
我
と
最
上
層
の
真
我
を
区

別
し
、
中
・
下
層
の
性
別
化
さ
れ
た
我
は
死
す
べ
き
滅
ぶ
べ
き
我
だ
と
い
っ
た
が
、
こ
の
評
論
で
は
逆
に
現
実
の
自
己
と
理
想
の

自
己
を
分
離
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
二
つ
の
自
己
は
一
つ
な
の
だ
と
い
う
。
ま
た
女
性
た
ち
の
努
力
の
結
果
に
よ
り
黄
金
の
大
円

宮
殿
が
営
め
る
と
説
い
た
が
、
人
間
が
神
を
見
る
の
は
一
刹
那
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に

（
4
）

な
っ
た
」。
あ
る
い
は
小
嶋
翔
は
、「
綱
島

の
�
見
神
�
体
験
に
非
常
な
関
心
を
抱
き
、
ま
た
禅
に
も
取
り
組
ん
だ
平
塚
も
、
近
代
的
自
我
が
も
た
ら
す
孤
独
か
ら
逃
れ
る
道

を
、
一
時
は
�
宗
教
�
に
求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
が
、『
青
鞜
』
に
お
い
て
「�
宗
教
に
頼
�
ろ
う
と
せ
ず
、
自
他
の
乖
離
を

前
提
に
、�
主
観
�
に
基
づ
い
た
よ
り
よ
い
他
者
認
識
を
主
張
し
た
平
塚
に
は
、
個
人
の
孤
独
を
受
け
止
め
、
あ
く
ま
で
他
者
と

の
対
話
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
り
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
思
想
的
な
粘
り
強
さ
を
認
め
て
よ
い
」
と
論
じ
、
平
塚
が
「
宗
教
」
に

よ
っ
て
「
超
越
的
な
存
在
に
よ
っ
て
自
他
の
差
異
を
止
揚
」
す
る
よ
う
な
思
想
か
ら
、『
青
鞜
』
の
刊
行
を
通
じ
て
「
個
と
個
の

対
峙
」
へ
と
移
り
変
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
（
5
）

い
る
。

こ
れ
ら
の
論
は
、
平
塚
の
体
験
や
著
作
に
現
れ
る
平
塚
の
思
想
を
内
在
的
に
辿
る
こ
と
で
、
平
塚
が
超
越
的
な
「
我
」
を
絶
対

視
す
る
思
想
か
ら
、『
青
鞜
』
で
の
執
筆
活
動
を
通
じ
て
徐
々
に
「
現
実
」
と
連
続
し
た
「
自
己
」
に
、
そ
し
て
「
個
」
と
「
個
」

の
対
峙
へ
と
思
想
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
、
仏
教
の
書
物
か
ら
引
か
れ
て
い
る
「
我
」
が
な
ぜ

「
自
己
」
と
い
う
語
に
代
わ
る
の
か
、
平
塚
が
ど
こ
か
ら
そ
れ
を
参
照
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
引
用
し
た
先
行
研
究
で
も
、「
我
」
と
「
自
己
」
の
境
界
線
は
判
然
と
し
な
い
。
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そ
こ
で
本
論
で
は
、
一
九
一
二
年
に
平
塚
が
初
め
て
書
い
た
評
論
で
批
評
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
、
白
松
南
山
（
一
八
八

一
―
一
九
六
八
）
や
岩
野
泡
鳴
（
一
八
七
三
―
一
九
二
〇
）
ら
が
『
早
稲
田
文
学
』
な
ど
の
雑
誌
に
掲
載
し
た
論
を
参
照
し
つ

つ
、
平
塚
と
他
の
論
者
と
の
間
の
思
想
的
交
流
を
捉
え
る
こ
と
で
、
平
塚
が
「
自
己
」
と
い
う
言
葉
を
重
要
な
概
念
と
し
て
扱
う

よ
う
に
な
る
過
程
を
、
同
時
代
の
他
の
論
者
と
の
対
比
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
塚
の
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
思

想
の
変
化
の
過
程
を
、
同
時
代
的
な
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

一

平
塚
の
白
松
南
山
批
判

（
1
）
平
塚
ら
い
て
う
の
最
初
の
評
論

『
青
鞜
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
つ
た
」
に
お
い
て
既
に
「
自
己
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
。
そ

こ
で
は
、「
無
我
」
は
「
無
」
で
は
な
く
「
自
己
拡
大
の
極
地
」
と
定
義
（
6
）

さ
れ
、「
生
も
知
ら
な
い
」「
死
も
知
ら
な
い
」
よ
う
な

「
久
遠
の
�
生
�」「
熱
鉄
の
意
志
」
を
（
7
）

得
て
、「
潜
め
る
天
才
を
、
偉
大
な
る
潜
在
能
力
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
」
る
「
真
の
自
由

解
放
」
の
た
め
に
「
我
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
（
8
）

ら
ぬ
」。
そ
う
し
て
こ
そ
「
各
自
の
潜
め
る
天
才
を
発
現
し
、
自
己
一
人
に
限
ら
れ

た
る
特
性
を
尊
重
」
す
る
こ
と
が
で
（
9
）

き
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
の
定
義
は
判
然
と
し
な
い
。「
自
己
」
概

念
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
く
の
は
、
翌
年
の
評
論
か
ら
で
あ
る
。

平
塚
が
『
青
鞜
』
誌
上
で
初
め
て
書
い
た
評
論
が
「
圓
窓
よ
り
―
―
四
月
の
評
論
二
三
―
―
」
で
あ
る
。
平
塚
は
執
筆
の
動
機

を
、
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。「
敢
て
他
の
雑
誌
を
真
似
る
訳
で
も
な
い
が
、
青
鞜
に
も
毎
月
の
評
論
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を

掲
載
し
た
い
と
同
人
等
は
兼
て
か
ら
望
ん
で
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
か
う
言
う
こ
と
は
誰
し
も
あ
ま
り
好
ま
な
い
も
の
と
見
え
て
、
さ

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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て
と
な
る
と
誰
れ
一
人
と
し
て
し
さ
う
も
な
い
。
い
つ
ま
で
待
つ
て
も
�
そ
れ
で
は
�
と
言
つ
て
く
れ
る
人
は
ど
う
も
な
さ
さ
う

だ
。〔
…
…
〕
自
分
が
決
し
て
適
任
者
で
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
此
皮
切
に
よ
つ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
あ
ま
り

に
見
兼
ね
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
人
の
中
か
ら
屹
度
適
当
な
誰
か
ゞ
�
で
は
私
が
か
は
つ
て
あ
け
や
う
�
と
出
て
来
ら
れ
る
に
相

違
な
い
と
思
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
今
度
は
ま
あ
少
し
許
り
や
つ
て
見
る
こ
と
に
（
10
）

し
た
」。
い
か
に
も
消
極
的
な
表
現
だ
が
、
こ
う
し

て
『
青
鞜
』
に
と
っ
て
も
、
平
塚
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
「
評
論
」
が
誌
上
に
登
場
し
た
、
と
い
う
点
に
ま
ず
意
義
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
批
評
の
対
象
と
し
て
白
松
南
山
の
「
神
に
な
る
意
志
」、
相
馬
御
風
（
一
八
八
三
―
一
九
五
〇
）
の
「
近
代
主
義
者

の
第
一
人
」、
金
子
筑
水
（
一
八
七
〇
―
一
九
三
七
）
の
「
運
命
と
自
己
」、
そ
し
て
錦
田
義
富
（
一
八
八
四
―
一
九
二
七
）
の

「
ギ
ュ
ヨ
ー
の
道
徳
無
義
務
論
」
の
四
つ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
白
松
南
山
と
金
子
筑
水
に
対
す
る
批
評
が

「
自
己
」
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
塚
が
評
論
冒
頭
で
批
判
の
対
象
と
し
た
南
山
の
「
神
に
な
る
意
志
」
は
、
一
九
一
二
年
四
月
に
『
早
稲
田
文
学
』
誌
上
へ
掲

載
さ
れ
た
文
章
で
（
11
）

あ
る
。
南
山
の
こ
の
文
章
は
、
当
時
の
田
中
王
堂
（
一
八
六
八
―
一
九
三
二
）
と
岩
野
泡
鳴
と
の
間
の
論
争
に

対
し
て
南
山
自
ら
の
思
想
を
提
示
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
王
堂
と
泡
鳴
と
は
し
ば
し
ば
相
互
に
言
及
し
合
っ
て
い

た
が
、
そ
の
対
立
が
際
立
っ
た
の
は
一
九
〇
九
年
に
王
堂
が
「
岩
野
泡
鳴
氏
の
人
生
観
及
び
芸
術
観
を
論
ず
」
と
い
う
長
大
な
泡

鳴
論
を
（
12
）

書
き
、
そ
れ
に
泡
鳴
が
「
悲
痛
の
哲
理
」
と
い
う
大
部
の
評
論
で
応
え
た
時
点
で
あ
（
13
）

ろ
う
。
両
者
は
日
露
戦
争
の
経
験
を

踏
ま
え
、「
国
家
」
と
い
う
共
同
体
と
「
個
人
の
人
生
」
と
の
間
の
対
立
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
「
自
己
」
を
実
現
し
得
る
か
、

ま
た
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
た
。
当
時
『
早
稲
田
文
学
』
記
者
で
新
進
の
評
論
家
で
あ
っ

た
南
山
は
こ
の
論
争
に
割
っ
て
入
り
、
王
堂
の
拠
っ
て
立
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
と
し
て
「
全
我
的
気
分
心
持
本

位
の
（
14
）

態
度
」
を
書
き
、
続
い
て
「
最
深
要
求
の
事
実
化
の
（
15
）

態
度
」
を
書
い
て
泡
鳴
の
「
悲
痛
の
哲
理
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
両
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者
の
立
論
に
対
置
す
る
形
で
自
己
の
思
想
を
開
示
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
泡
鳴
批
判
と
し
て
「
神
」
と
「
自
己
」
の
実
在
と

可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
、「
神
に
な
る
意
志
」
で
あ
っ
た
。
平
塚
の
批
評
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
南
山
の
「
神

に
な
る
意
志
」
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

（
2
）
南
山
の
「
神
に
な
る
意
志
」

南
山
は
、
自
ら
が
研
究
す
る
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
の
論
を
足
掛
か
り
に
論
を
切
り
出
し
、
自
分
の
「
シ
ュ
ト
ル
ツ
」（
誇

り
に
す
る
こ
と
が
ら
）
は
何
か
、
言
い
換
え
れ
ば
「
自
己
」
を
価
値
づ
け
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
議
論
を
始
（
16
）

め
る
。
南
山
が
ま

ず
提
示
す
る
の
は
、
人
間
の
活
動
は
す
べ
て
「
成
功
」
と
い
う
結
果
を
想
定
し
、
そ
の
想
定
さ
れ
た
「
成
功
」
が
動
機
と
な
っ
て

「
活
動
」
が
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
主
張
で
（
17
）

あ
る
。
南
山
は
、
人
間
の
活
動
が
「
成
功
」
す
る
か
否
か
は
、
事
実
に
対
し
て
働
き

か
け
る
「
自
己
の
意
力
」
が
遺
憾
無
く
発
揮
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
運
命
」
を
全
く
否
定

し
、「
自
己
」
の
「
要
求
」
の
実
現
の
「
全
責
任
」
を
「
自
己
」
が
負
う
と
「
覚
悟
」
し
、「
自
己
の
意
力
」
を
「
徹
底
的
」
に

「
肯
定
」
す
る
と
こ
ろ
に
、
南
山
の
「
シ
ュ
ト
ル
ツ
」
は
あ
る
と
い
う
。「
僕
の
シ
ユ
ト
ル
ツ
は
意
力
を
肯
定
す
る
。
意
力
を
肯
定

す
る
が
故
に
運
命
の
存
在
を
許
さ
（
18
）

な
い
」。
こ
の
よ
う
に
「
意
力
」
を
肯
定
し
「
運
命
」
を
否
定
す
る
南
山
は
、
同
様
の
論
理
で

「
神
秘
」
も
否
定
す
る
。「
僕
の
シ
ユ
ト
ル
ツ
は
自
己
の
意
力
を
徹
底
的
に
肯
定
す
る
人
間
の
シ
ユ
ト
ル
ツ
で
あ
る
如
く
、
ま
た
自

己
の
智
力
を
徹
底
的
に
肯
定
す
る
人
間
の
シ
ユ
ト
ル
ツ
で
あ
る
。〔
…
…
〕
自
己
の
智
力
を
徹
底
的
に
肯
定
す
る
僕
の
シ
ユ
ト
ル

ツ
は
、
神
秘
の
存
在
を
全
然
許
さ
な
い
」。「
運
命
」
や
「
神
秘
」
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、「
自
己
の
弱
意
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
」

こ
と
、
つ
ま
り
「
自
己
」
の
「
意
力
」
の
弱
さ
を
他
に
転
嫁
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
シ
ュ
ト
ル
ツ
」
に
と
っ
て
の

「
シ
ャ
ー
ム
」、
つ
ま
り
自
己
価
値
を
毀
損
す
る
恥
辱
で
あ
る
、
と
南
山
は
（
19
）

い
う
。「
自
己
の
意
力
」
に
よ
っ
て
「
自
己
」
の
「
要
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求
」
を
実
現
で
き
る
こ
と
を
「
シ
ュ
ト
ル
ツ
」
と
し
、
そ
れ
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
「
運
命
」
や
「
神
秘
」
に
転
嫁
す
る
こ
と

を
「
シ
ャ
ー
ム
」
と
す
る
、
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
「
運
命
」
や
「
神
秘
」
を
認
め
る
「
最
大
恥
辱
」
を

「
省
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
南
山
は
い
う
。

そ
の
立
場
か
ら
南
山
が
ま
ず
論
難
す
る
の
が
、
岩
野
泡
鳴
の
「
メ
レ
ジ
コ
ウ
ス
キ
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
論
』
を
読
む
」
に
現
れ
た

「
神
秘
」
を
め
ぐ
る
言
説
で
あ
っ
た
。
泡
鳴
の
論
は
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
ー
・
メ
レ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
の
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
を
取
り
上
げ
た
（
20
）

批
評
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
泡
鳴
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
作
品
に
は
「
官
能
の
働
き
が
敏
活

に
現
れ
て
」
お
り
、
そ
れ
が
「
覚
醒
」
や
「
救
済
」
に
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う
メ
レ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
の
論
を
批
判
し
て
、「
官

能
の
進
化
は
確
か
に
事
実
だ
が
、
然
し
そ
れ
が
、
人
間
の
全
体
と
し
て
は
、
論
者
の
思
ふ
様
に
、
完
全
な
覚
醒
―
―
乃
ち
、
救

済
―
―
に
達
す
る
道
で
は
な
い
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
宇
宙
は
到
底
不
可
解
で
あ
る
、
人
生
は
極
度
ま
で
神
秘
で
あ
る
」
か

ら
だ
。
完
全
な
る
覚
醒
は
「
夢
想
」
で
あ
り
、「
世
の
覚
醒
者
は
す
べ
て
無
意
味
の
行
者
で
あ
る
」
と
泡
鳴
は
主
張
（
21
）

す
る
。
さ
ら

に
、
メ
レ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
が
そ
う
し
た
覚
醒
の
段
階
と
し
て
「
ゴ
リ
ラ
か
ら
人
間
に
、
人
間
か
ら
神
の
撲
滅
に
、
そ
れ
か
ら
人

間
神
」
へ
と
い
う
展
開
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
覚
醒
を
否
定
す
る
泡
鳴
は
、「
実
に
人
間
は
愚
か
、
草
木

国
土
、
一
切
救
済
の
道
は
な
い
」
の
だ
か
ら
、
人
間
は
「
解
脱
を
求
め
ず
、
救
済
を
呼
ば
ず
、
転
々
苦
悶
に
堪
ゆ
る
人
間
、
乃
ち

『
悲
痛
の
霊
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
論
（
22
）

じ
る
。

「
全
可
能
を
一
個
の
自
己
に
、
自
己
の
意
力
に
覚
悟
す
る
」
こ
と
で
「
自
己
」
の
「
要
求
」
す
る
通
り
に
あ
ら
ゆ
る
「
事
実
」

を
「
改
造
」
し
て
い
こ
う
と
す
る
南
山
に
と
っ
て
は
、
泡
鳴
の
い
う
、「
宇
宙
」
は
「
不
可
解
」
で
、「
覚
醒
」
す
る
こ
と
が
「
無

意
味
」
で
、
要
求
の
実
現
を
得
ら
れ
な
い
「
悲
痛
」
に
堪
え
る
こ
と
こ
そ
人
生
だ
、
と
す
る
主
張
は
受
け
容
れ
が
た
い
。
ゆ
え
に

南
山
は
、「
僕
を
し
て
評
せ
し
む
れ
ば
、
そ
の
直
反
対
に
、
宇
宙
は
到
底
可
解
で
あ
る
、
人
生
は
極
度
ま
で
可
思
議
で
あ
る
と
改
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革
す
る
必
要
が
（
23
）

あ
る
」
と
泡
鳴
を
批
判
す
る
。「
僕
に
取
つ
て
は
、�
宇
宙
は
到
底
不
可
解
で
あ
る
、
人
生
は
極
度
ま
で
神
秘
で
あ

る
�
と
い
ふ
思
想
は
甚
だ
し
い
シ
ヤ
ー
ム
で
（
24
）

あ
る
」。「
自
己
」
の
「
弱
小
無
力
」
の
帰
結
た
る
「
苦
悶
」
は
「
自
己
」
の
「
意

力
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
自
ら
の
「
無
力
」
を
単
に
認
め
、「
苦
悶
」
に
む
し
ろ
価
値
を
見
い
だ
そ
う

と
す
る
泡
鳴
の
態
度
は
「
無
上
の
耻
ぢ
」
で
あ
る
、
と
南
山
は
考
え
る
。「〔
泡
鳴
〕
氏
は
苦
悶
そ
の
も
の
に
、
苦
悶
に
堪
ゆ
る
こ

と
そ
の
こ
と
に
、
積
極
的
に
、
絶
対
的
に
価
値
を
置
い
て
を
る
ら
し
い
が
、〔
…
…
〕
苦
悶
そ
の
も
の
、
苦
悶
に
堪
ゆ
る
こ
と
そ

の
こ
と
は
、
無
上
の
耻
ぢ
と
こ
そ
す
べ
け
れ
、
決
し
て
毫
末
も
誇
り
と
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
（
25
）

あ
る
」。

南
山
は
、
泡
鳴
の
よ
う
に
「
悲
痛
」「
苦
悶
」
に
た
だ
耐
え
る
こ
と
も
否
定
す
る
が
、
逆
に
そ
れ
を
「
意
力
」
で
乗
り
越
え
ず
、

よ
り
超
越
的
な
方
法
で
「
救
済
」
さ
れ
る
こ
と
も
否
定
す
る
。
そ
こ
で
批
判
の
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
綱
島
梁
川
（
一
八
七

三
―
一
九
〇
七
）
で
あ
る
。「
僕
の
シ
ユ
ト
ル
ツ
か
ら
言
ふ
と
、
人
は
決
し
て
神
で
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。〔
…
…
〕
綱
島
梁

川
氏
な
ど
が
、�
嗚
呼
吾
れ
一
度
神
を
見
て
し
よ
り
�
な
ど
ゝ
と
言
つ
て
、
見
神
騒
ぎ
を
し
た
の
は
、
僕
の
シ
ユ
ト
ル
ツ
か
ら
言

ふ
と
、
例
の
多
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
は
古
今
の
愚
想
で
（
26
）

あ
る
」。
こ
こ
で
南
山
が
綱
島
に
言
及
し
た
理
由
は
、
同
時
代
的
な

綱
島
の
影
響
力
、
ま
た
綱
島
の
論
文
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
見
神
」
の
流
行
に
あ
る
。
綱
島
が
一
九
〇
五
年
五
月
の
『
新
人
』

に
掲
載
し
た
文
章
「
予
が
見
神
の
実
験
」
は
、
当
時
多
く
の
人
生
に
悩
む
若
者
、
い
わ
ゆ
る
「
煩
悶
青
年
」
に
影
響
を
与
え
た
の

で
あ
（
27
）

っ
た
。

し
か
し
南
山
は
、
そ
う
し
た
超
越
性
に
よ
っ
て
人
生
の
「
苦
悶
」
か
ら
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
意
力
」
に
よ
っ

て
そ
れ
を
切
り
開
く
こ
と
を
訴
え
る
。
南
山
は
別
の
論
に
お
い
て
、「
現
実
」
は
自
己
の
「
意
力
」
の
帰
結
と
し
て
現
れ
た
も
の

と
定
義
し
て
お
り
、「
現
実
」
自
体
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
も
の
が
「
自
己
」
で
あ
る
と
想
定
し
て
（
28
）

い
る
。
だ
か
ら
南
山
は
、
す

べ
て
の
「
宗
教
」
や
「
道
徳
」
は
人
間
を
弱
く
す
る
も
の
だ
と
非
難
し
、「
現
実
」
に
お
い
て
「
客
観
的
」
に
弱
く
「
不
如
意
不
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満
足
」
の
人
間
が
、「
意
力
」
に
よ
っ
て
強
く
な
ら
な
い
ま
ま
「
主
観
的
」
に
「
神
」
と
な
っ
て
救
わ
れ
る
よ
う
な
例
を
強
く
糾

弾
す
る
。
南
山
は
、「
従
来
の
道
徳
な
り
宗
教
な
り
」
の
提
示
す
る
「
客
観
を
の
け
も
の
に
し
て
の
主
観
に
よ
つ
て
の
み
の
徹
底

的
救
済
、
徹
底
的
解
脱
が
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
信
条
」
が
「
人
間
を
弱
く
し
小
さ
く
し
、
心
理
的
に
言
へ
ば
浅
情
に
し
、
昧
智
に

し
弱
意
に
す
る
有
害
な
る
一
個
の
迷
妄
想
」
で
あ
る
と
し
て
、「
積
極
的
に
罪
悪
を
肯
定
し
て
を
る
」
と
批
判
す
る
。
南
山
は
続

け
て
、「
無
能
」「
低
能
」「
病
弱
」
ゆ
え
に
「
不
如
意
不
満
足
」
を
抱
え
る
人
間
が
救
済
を
求
め
る
こ
と
を
、「
意
力
」
の
弱
さ
の

結
果
と
し
て
「
悲
惨
な
滑
稽
」
と
こ
き
下
ろ
す
。「
は
や
い
話
が
、
客
観
的
に
は
一
個
の
無
能
低
能
又
は
病
弱
の
人
間
が
、
事
実

正
直
の
と
こ
ろ
不
如
意
不
満
足
だ
ら
け
の
人
間
が
、�
主
観
的
�
に
は
神
で
あ
つ
た
り
、
す
で
に
神
に
な
つ
て
ゐ
る
な
ど
は
あ
ま

り
に
悲
惨
な
滑
稽
で
は
な
い
か
。〔
…
…
〕
例
へ
ば
事
実
に
於
て
結
核
菌
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
結
核
菌
を
支
配
し
得
な

か
つ
た
覚
者
は
そ
の
一
点
か
ら
言
へ
ば
結
核
菌
以
下
の
価
値
を
し
か
も
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
僕
の
シ
ュ
ト
ル
ツ
は

動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
心
理
と
し
て
十
分
に
肯
定
す
る
」。
こ
の
論
理
の
裏
返
し
と
し
て
、
そ
の
「
不
如
意
不
満
足
」
か
ら
の
脱
却

と
い
う
動
機
こ
そ
が
、「
諸
般
の
学
問
と
技
術
の
創
造
」
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。「
人
間
が
病
菌
以
下
の
価
値
で
あ
る
こ
と

に
不
満
足
な
と
こ
ろ
か
ら
し
て
医
学
と
医
術
が
創
造
せ
ら
れ
た
如
く
、
一
切
の
自
然
力
以
下
の
価
値
に
不
満
足
な
と
こ
ろ
か
ら
し

て
諸
般
の
学
問
と
技
術
と
は
創
造
せ
ら
れ
た
の
で
（
29
）

あ
る
」。

以
上
の
よ
う
な
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
南
山
は
二
つ
の
「
自
己
」
を
提
起
す
る
。「
自
己
の
要
求
の
事
実
化
と
い
ふ
事
実
は
、

そ
れ
が
い
か
な
る
種
類
形
式
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
事
実
の
自
己
と
、
要
求
の
自
己
、
即
ち
現
実
の
自
己
と
、
理
想
の
自
己

と
い
ふ
二
個
の
、
ま
た
二
種
の
実
在
の
存
在
を
、
そ
の
存
在
の
意
識
を
必
然
的
に
予
想
し
て
（
30
）

を
る
」。
そ
の
上
で
、「
現
実
の
自

己
」
を
、
道
徳
や
宗
教
に
頼
ら
ず
「
意
力
」
の
み
に
よ
っ
て
、「
理
想
の
自
己
」
に
近
づ
け
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
「
理
想
の
自
分
」
が
完
全
に
実
現
さ
れ
た
状
態
が
「
神
」
で
あ
る
、
と
定
義
す
る
。「
即
ち
僕
の
シ
ュ
ト
ル
ツ
は
、
自
己
の
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全
要
求
が
十
分
に
事
実
化
せ
ら
〔
れ
〕
た
状
態
を
そ
の
状
態
の
み
を
神
と
名
づ
（
31
）

け
る
」。
南
山
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
泡
鳴
が
い

う
よ
う
な
神
に
救
済
さ
れ
な
い
苦
悶
悲
痛
に
沈
潜
す
る
人
生
で
は
な
く
、
綱
島
の
よ
う
に
超
越
的
な
救
済
に
身
を
委
ね
る
の
で
も

な
く
、「
意
力
」
に
よ
っ
て
「
自
己
」
の
「
要
求
」「
理
想
」
を
「
現
実
」
に
お
い
て
完
全
に
実
現
す
る
、
つ
ま
り
「
自
己
」
が

「
神
に
な
る
」
と
い
う
「
意
志
」
を
抱
き
続
け
、「
現
実
」
の
生
活
に
決
し
て
満
足
せ
ず
、「
不
如
意
不
満
足
」
の
生
活
を
「
自
己
」

の
「
意
力
」
に
よ
っ
て
克
服
し
続
け
る
こ
と
だ
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
人
が
い
つ
か
「
神
」
に
な
れ
る
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。「
自
己
が
全
要
求
が
十
分
に
事
実
化
せ
ら
れ
た

状
態
」
は
、「
個
人
の
生
涯
に
於
て
決
し
て
実
現
し
得
ら
る
こ
と
で
な
い
」。
ゆ
え
に
、
人
が
で
き
る
の
は
「
神
に
な
る
意
志
」
を

抱
い
て
努
力
す
る
こ
と
の
み
で
あ
り
、「
神
に
な
る
意
志
以
外
に
自
己
の
生
き
や
う
も
在
り
や
う
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
」
と
南

山
は
断
ず
る
。
南
山
は
こ
の
論
の
結
論
と
し
て
、「
た
ゞ
各
人
は
、
僕
の
意
味
に
於
け
る
神
に
な
る
意
志
以
外
に
自
己
の
生
き
や

う
も
在
り
や
う
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
意
志
は
各
人
の
生
涯
に
於
て
決
し
て
実
現
し
得
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
一
面
に
於
て
、
知
的
一
面
に
於
て
徹
底
的
に
覚
悟
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
面
に
於
て
情
意
的
他
面
に
於
て
、
そ
の
意

志
を
飽
く
ま
で
も
積
極
的
に
、
即
ち
無
限
に
絶
対
に
主
張
し
肯
定
し
行
く
と
こ
ろ
に
、
た
ゞ
そ
の
と
こ
ろ
に
の
み
そ
の
最
高
価
の

生
活
を
生
活
し
得
る
の
で
あ
る
」
と
書
き
、「
神
」
に
な
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、「
自
己
」
が
「
神
に
な
る
意
志
」
に
基
づ
い
て
最
大

限
の
「
意
力
」
を
発
揮
し
続
け
る
こ
と
に
、「
最
高
価
の
生
活
」
は
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
神
に
な
る
意
志
」
に
基
づ
く
努
力

を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
一
切
の
真
の
正
と
善
と
美
と
が
成
立
つ
」、
と
ま
と
め
る
。「
生
存
競
争
は
、
乃
至
一
切
現
象

は
、
各
個
的
存
在
が
我
れ
こ
そ
神
に
な
ら
ん
と
競
ひ
争
ふ
努
力
の
一
面
相
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
た
ゞ
そ
の
努
力
が
、
そ
の
努

力
の
覚
悟
が
弱
小
不
十
分
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一
切
の
真
の
罪
と
悪
と
醜
と
が
成
り
立
ち
、
そ
れ
が
強
大
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一

切
の
真
の
正
と
善
と
美
と
が
成
立
つ
の
で
（
32
）

あ
る
」。
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（
3
）
禅
の
体
験
に
基
づ
く
南
山
批
判

南
山
が
「
神
に
な
る
意
志
」
で
主
張
し
て
い
た
の
は
、「
生
の
原
理
」
は
「
自
己
の
意
力
」
の
み
を
真
理
と
す
る
、
と
い
う
立

場
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
神
秘
」
や
「
運
命
」、
神
仏
に
よ
る
救
済
や
解
脱
を
信
ず
る
一
切
の
思
想
を
「
浅
情
昧
智
弱
意
」
の

「
悪
徳
」
と
し
て
否
定
し
、
完
全
な
る
「
理
想
の
自
分
」
を
目
指
す
と
い
う
「
神
に
な
る
意
志
」
が
強
大
で
あ
る
こ
と
が
「
真
の

正
と
善
と
美
」
だ
と
南
山
は
訴
え
た
。
平
塚
は
南
山
の
こ
の
議
論
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
自
己
」
な

ど
の
用
語
を
引
き
受
け
る
。
そ
し
て
、
南
山
や
綱
島
、
泡
鳴
の
議
論
に
触
れ
な
が
ら
自
ら
の
「
自
己
」
の
概
念
を
琢
磨
し
て
い
っ

た
。平

塚
が
南
山
を
批
判
す
る
動
機
の
一
つ
は
、
南
山
の
綱
島
批
判
に
あ
る
。
平
塚
が
自
伝
で
綴
っ
て
い
る
綱
島
梁
川
に
受
け
た
影

響
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
挙
げ
た
多
く
の
研
究
で
既
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
論
に
関
連
す
る
部
分
の
み
以
下
に

概
観
し
て
お
き
（
33
）

た
い
。
平
塚
は
自
伝
の
中
で
、
十
代
の
終
わ
り
に
綱
島
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。「
明
治
三
十
八
年
春
、〔
…
…
〕
わ
た
く
し
の
心
（
内
的
生
活
）
に
よ
う
や
く
大
き
な
転
機
の
訪
れ
る
日
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
か
ね
て
か
ら
愛
読
し
て
い
た
綱
島
梁
川
の
発
表
し
た
、�
予
が
見
神
の
実
験
�
と
い
う
告
白
文
を
読
ん
で
う
け
た

深
い
感
動
と
暗
示
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
（
34
）

し
た
」。「
予
は
如
是
に
神
を
見
た
り
」
と
、
神
に
面
前
し
た
感
動
を
綴
る
綱
島

の
文
章
を
読
ん
で
、
平
塚
も
同
時
代
の
い
わ
ゆ
る
煩
悶
青
年
の
一
人
と
し
て
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
（
35
）

あ
る
。

し
か
し
平
塚
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
あ
ら
ゆ
る
既
成
観
念
を
す
て
去
り
、
知
性
に
た
よ
ら
ず
、�
深
く
内
部
生
活
に
沈
潜
す

る
�
と
か
、�
至
情
の
要
求
に
神
の
声
を
聴
く
�
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
ら
出
来
る
こ
と
な
の
か
」
と
い
う
悩

み
を
得
た
。
こ
の
悩
み
を
突
破
す
る
鍵
が
、
た
ま
た
ま
手
に
取
っ
た
『
禅
海
一
瀾
』
の
「
大
道
求
于
心
。
勿
求
于
外
。」（「
大
道

88



は
心
に
求
む
、
外
に
求
む
る
勿
れ
」）
と
い
う
文
章
で
あ
（
36
）

っ
た
。「�
大
道
を
外
に
求
め
て
は
い
け
な
い
、
心
に
求
め
よ
�
と
い
う

こ
と
ば
こ
そ
、
観
念
の
世
界
の
彷
徨
に
息
づ
ま
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
、
現
在
の
自
分
に
対
す
る
、
直
接
警
告
の
こ
と
ば
で
は
あ

り
ま
せ
（
37
）

ん
か
」。
著
者
で
あ
る
臨
済
宗
の
禅
僧
今
北
洪
川
は
そ
の
前
に
、「
如
吾
禅
門
之
談
大
道
。
不
論
諸
学
。
不
論
諸
教
。
不
論

禅
定
。
不
論
解
脱
。
唯
論
見
性
。」（「
諸
学
を
論
ぜ
ず
、
諸
教
を
論
ぜ
ず
、
禅
定
を
論
ぜ
ず
、
解
脱
を
論
ぜ
ず
、
唯
だ
見
性
を

（
38
）

論
ず
」）
と
書
き
、「
見
性
」
が
「
大
道
」
に
至
る
唯
一
の
道
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
平
塚
は
ま
た
「
知
性
者
多
。
見

性
者
少
。
知
性
則
不
過
知
天
。
見
性
則
得
天
。」（「
性
を
知
る
者
は
多
く
、
性
を
見
る
者
は
少
な
し
。
性
を
知
れ
ば
即
ち
天
を
知

る
に
過
ぎ
ず
。
性
を
見
れ
ば
則
ち
天
（
39
）

を
得
」）
と
い
う
一
文
に
も
強
い
印
象
を
受
け
た
。
平
塚
に
と
っ
て
、「
性
」＝

「
心
」
を

「
知
る
」
の
で
は
な
く
「
見
る
」
（
40
）

こ
と
、
つ
ま
り
「
見
性
」
と
い
う
こ
と
が
、「
梁
川
の
見
神
と
同
一
意
識
体
験
に
相
違
な
い
よ
う

に
思
（
41
）

わ
れ
」、
洪
川
の
孫
弟
子
で
あ
る
釈
宗
活
の
も
と
で
禅
の
修
行
を
始
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
（
42
）

っ
た
。

そ
し
て
、『
青
鞜
』
創
刊
、
ま
た
そ
れ
以
降
生
涯
に
亘
っ
て
、
禅
の
実
践
、
特
に
坐
禅
は
平
塚
の
思
想
の
一
つ
の
支
え
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
綱
島
の
思
想
、
そ
し
て
「
見
性
」
に
も
通
じ
る
人
が
「
神
に
な
る
」
こ
と
、
そ
れ
を
南
山
が
無

下
に
否
定
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
が
、『
青
鞜
』
に
お
い
て
平
塚
が
最
初
に
書
い
た
批
評
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

平
塚
は
南
山
の
論
の
結
論
で
あ
る
、「
神
に
な
る
意
志
以
外
に
自
己
の
生
き
や
う
も
在
り
や
う
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
」
と
い

う
部
分
を
引
い
て
、「
問
題
は
こ
の
自
己
に
あ
る
」
と
書
き
、「
自
己
」
を
問
題
化
す
る
。
ま
ず
平
塚
は
、
南
山
が
「
現
実
の
自

己
」
と
「
神
」
た
る
「
理
想
の
自
己
」
と
い
う
二
つ
の
「
自
己
」
を
置
き
、
前
者
が
「
意
力
」
に
よ
っ
て
後
者
を
目
指
す
「
神
に

な
る
意
志
」
を
論
じ
た
点
を
取
り
上
げ
る
。
平
塚
に
よ
れ
ば
、
そ
の
両
者
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
真
」
な
る
「
自

己
」
は
後
者
の
「
神
」
の
ほ
う
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
現
実
」
は
そ
れ
が
展
開
し
た
状
態
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。「〔
南
山
〕

氏
は
自
分
な
る
も
の
を
、
現
在
の
自
分
、
事
実
の
自
分
と
理
想
の
自
分
、
要
求
の
自
分
と
の
二
つ
に
し
た
。
し
か
し
私
を
し
て
言
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わ
し
む
れ
ば
両
者
は
所
詮
一
つ
で
あ
る
。
現
在
の
自
己
、
事
実
の
自
己
は
真
の
自
己
と
は
呼
べ
ま
い
。
自
己
が
空
間
的
に
広
が
っ

た
状
態
、
物
質
と
な
っ
た
状
態
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
れ
を
�
二
個
の
自
己
と
し
、
二
種
の
実
在
の
存
在
と
し
て
認
め
る
�
の
は
い
か
が

な
も
の
だ
（
43
）

ろ
う
」。
そ
し
て
、「
自
分
が
神
な
れ
ば
こ
そ
、
解
脱
と
い
う
字
に
も
、
ま
た
近
頃
よ
く
き
く
解
放
と
い
う
よ
う
な
字
に

も
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
神
が
注
意
散
漫
、
集
中
弛
緩
の
大
罪
に
よ
っ
て
得
た
空
間
、
物
質
の
衣
、
こ
の
自
縄
自
縛
か
ら

解
脱
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
」
と
続
け
、「
神
」
が
「
自
己
」
の
真
な
る
姿
で
あ
る
と
論
じ
る
。「
ア

ダ
ム
が
犯
罪
、
楽
園
失
落
よ
り
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
至
る
ま
で
吾
々
が
纏
っ
て
い
た
窮
屈
な
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
皮
衣
を
ぬ
い
で

（
哲
学
、
宗
教
、
道
徳
、
芸
術
、
何
に
せ
よ
い
や
し
く
も
そ
れ
が
全
人
的
活
動
を
束
縛
す
る
以
上
は
、
意
識
の
集
中
を
妨
げ
る
以

上
は
、
皆
や
は
り
皮
衣
だ
）
赤
裸
々
な
る
自
己＝

「
か
つ
て
裸
体
に
し
て
愧
じ
ざ
り
し
」
自
己＝

全
人＝

神
を
さ
な
が
ら
に
顕
そ

う
と
す
る
（
44
）

の
だ
」。
平
塚
に
と
っ
て
、「
真
」
の
「
自
己
」
は
「
神
」
で
あ
り
、
現
実
の
「
自
己
」
は
「
注
意
散
漫
、
集
中
弛
緩
」

の
結
果
「
空
間
、
物
質
の
衣
」
に
「
自
縄
自
縛
」
さ
れ
た
か
り
そ
め
の
「
自
己
」
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
「
自
己
」
を
そ
う
し
た

「
皮
衣
」
か
ら
「
解
放
」
し
、「
赤
裸
々
な
る
自
己
」
と
な
る
こ
と
で
、「
真
」
の
「
自
己
」
す
な
わ
ち
「
神
」
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
「
赤
裸
々
な
る
自
己
」＝

「
神
」
と
い
う
論
理
が
、
南
山
が
「
人
」
が
「
神
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
綱

島
梁
川
を
批
判
し
た
こ
と
を
平
塚
が
反
駁
す
る
際
の
根
拠
と
な
る
。「〔
南
山
氏
が
〕
綱
島
梁
川
氏
の
見
神
を
古
今
の
愚
想
、
こ
の

上
も
な
い
恥
曝
し
と
言
い
放
っ
た
の
は
私
の
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。〔
…
…
〕
思
う
に
か
く
の
如
き
物
自
爾
の
問
題
を
時

間
や
空
間
の
中
の
現
れ
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
氏
の
根
本
誤
謬
は
坐
す
る
も
の
の
よ
（
45
）

う
だ
」
と
平
塚
は
書
き
、
時
空
間
に
お
け

る
「
現
れ
」
は
、
物
そ
の
も
の
の
本
質
で
は
な
い
と
い
う
理
解
を
示
す
。
そ
し
て
平
塚
は
、「
集
中
」
に
よ
り
得
ら
れ
る
「
刹
那
」

の
「
絶
対
価
値
」
を
提
起
す
る
。「
我
が
全
存
在
、
全
生
命
を
た
く
す
る
一
刹
那
の
絶
対
価
値
を
知
ら
な
け
れ
ば
こ
そ
こ
ん
な
こ
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と
が
軽
々
し
く
も
、
う
か
つ
に
も
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
世
を
瞬
間
に
集
中
す
る
自
分
は
か
く
の
如
き
個
人
の
尊
厳
を

汚
す
よ
う
な
言
説
を
肯
ん
ず
る
こ
と
は
で
き
（
46
）

な
い
」。
こ
の
「
刹
那
」
と
は
、「
自
己
」
が
「
神
」
と
な
る
時
間
で
あ
り
、「
全
力

的
」
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
「
自
己
」
は
「
刹
那
」
に
「
神
」
に
な
り
得
る
、
と
い
う
論
を
平
塚
は
展
開
す
る
。「
人
は
何
人
た

り
と
も
実
に
刹
那
に
神
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
元
来
神
で
あ
る
人
は
解
脱
を
求
め
、
救
済
を
叫
ぶ
と
き
そ
し
て
そ
れ
が
全
力
的

で
あ
る
と
き
、
い
つ
で
も
刹
那
に
し
て
神
と
な
り
得
る
の
だ
。
神
を
見
る
と
い
う
も
我
れ
自
ら
が
神
で
あ
る
か
ら
だ
、
所
詮
は
神

を
も
っ
て
神
を
見
る
に
過
ぎ
ぬ
。
問
う
べ
き
は
時
間
の
長
短
で
は
な
い
、
全
力
的
な
り
や
否
や
の
一
点
で
あ
る
」。
南
山
が
「
神
」

に
な
れ
ぬ
と
主
張
す
る
の
は
「
現
れ
」
の
「
現
実
」
し
か
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、「
全
力
的
」
な
「
集
中
」
に
よ
っ
て
「
自

己
」
は
「
神
」
に
な
り
得
る
、
と
い
う
の
が
平
塚
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
は
「
現
実
」
の
「
不
満
」
で
「
苦
悶
」
す
る
の

で
も
、「
現
実
」
を
変
え
る
た
め
に
「
意
力
」
の
「
努
力
」
を
す
る
の
で
も
な
く
、「
神
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

「
絶
え
ざ
る
苦
闘
が
あ
り
、
努
力
が
あ
る
」
と
平
塚
は
論
じ
る
。「
人
は
一
た
び
神
と
な
り
得
た
な
ら
ば
、
も
う
不
断
に
神
か
と
い

う
に
そ
う
は
い
か
な
い
。
よ
ほ
ど
偉
大
な
神
人
な
ら
知
ら
ず
、
我
々
通
常
人
に
あ
っ
て
は
神
の
永
恒
相
を
保
持
し
よ
う
と
思
え
ば

そ
れ
こ
そ
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
吾
々
の
生
涯
に
は
絶
え
ざ
る
苦
悶
が
あ
り
、
努
力
が
あ
る

（
47
）

の
だ
」。

こ
う
し
て
平
塚
は
、「
全
力
的
」
に
「
集
中
」
す
れ
ば
そ
の
「
刹
那
」
に
「
自
己
」
は
「
神
」
に
な
り
得
る
と
主
張
し
て
、「
人

は
決
し
て
神
で
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
南
山
の
論
を
否
定
し
、
む
し
ろ
「
神
に
な
る
意
志
」
を
ま
さ
に
「
神
」
と
な

る
た
め
に
用
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
こ
に
現
れ
る
論
理
が
、「
自
己
の
創
造
」
で
あ
る
。

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成

91



（
4
）
「
神
」
で
あ
る
「
自
己
」
の
「
創
造
」

「
赤
裸
々
な
る
自
己
」＝

「
神
」
と
す
る
平
塚
に
と
っ
て
み
れ
ば
、「
客
観
」
も
「
神
」
の
「
主
観
」、「
解
脱
せ
る
主
観
」
に
他

な
ら
な
い
。「
氏
は
従
来
の
道
徳
宗
教
が
保
証
す
る
最
後
の
根
拠
理
由
を
�
個
人
ま
た
は
人
類
の
主
観
の
救
済
、
主
観
の
解
脱
、

す
な
わ
ち
個
人
ま
た
は
人
類
の
客
観
を
の
け
も
の
に
し
て
の
主
観
に
よ
っ
て
の
み
の
徹
底
的
救
済
、
徹
底
的
解
脱
が
可
能
で
あ
る

と
い
う
信
条
に
ほ
か
な
ら
ぬ
�
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
客
観
は
氏
の
い
わ
ゆ
る
救
済
さ
れ
た
る
主
観
、
解
脱
せ
る
主
観
の
創
造

で
あ
る
。
自
己
の
創
造
で
（
48
）

あ
る
」。
南
山
が
「
客
観
的
」
と
い
う
言
葉
で
弱
者
を
非
難
し
差
別
す
る
部
分
を
引
き
つ
つ
、
平
塚
は

そ
れ
が
「
あ
ま
り
に
皮
相
、
浅
見
」
だ
と
指
摘
し
、
南
山
が
「
客
観
」
と
考
え
る
も
の
も
一
つ
の
「
主
観
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を

示
唆
し
つ
つ
、
お
の
お
の
の
「
自
己
」
の
「
主
観
」
に
即
し
た
よ
り
掘
り
下
げ
た
議
論
を
南
山
に
促
す
。「
も
ち
ろ
ん
、
自
己
意

識
に
よ
る
の
ほ
か
解
脱
も
救
済
も
あ
り
よ
う
の
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
客
観
を
の
け
も
の
に
し
て
の
主
観
に
よ
っ
て
の
み

云
々
は
今
少
し
思
索
の
余
地
が
あ
る
か
と
思
う
。
さ
す
れ
ば
人
間
を
弱
く
し
、
小
さ
く
す
る
一
個
の
迷
妄
想
だ
と
早
断
し
た
り
、

結
核
病
者
の
例
な
ど
を
引
く
こ
と
の
あ
ま
り
に
皮
相
、
浅
見
な
の
を
悟
る
で
あ
ろ
う
」。
そ
し
て
平
塚
は
、
宗
教
を
「
有
害
な
る

一
個
の
迷
妄
想
」
と
断
じ
る
南
山
に
対
し
、
自
ら
修
行
を
実
践
し
、「
自
己
」
が
「
神
」
に
な
る
契
機
を
体
得
し
た
上
で
議
論
せ

よ
、
と
南
山
に
呼
び
か
け
る
。「
論
者
ま
ず
、
自
己
の
内
部
か
ら
聖
者
と
な
り
、
覚
者
と
な
り
、
預
言
者
と
な
り
、
無
我
と
な
り
、

大
我
と
な
り
、
神
を
見
、
神
子
の
自
覚
を
得
、
大
悟
徹
底
し
、
絶
対
独
立
を
得
、
神
と
な
り
、
仏
と
な
り
給
え
。
そ
の
物
と
な
っ

て
そ
の
物
を
検
し
給
え
。
は
た
し
て
、
不
正
直
と
、
無
気
力
と
、
不
聡
明
と
の
ど
れ
か
の
悪
徳
を
認
む
る
や
否
や
を
そ
の
時
に
し

て
氏
と
と
も
に
語
（
49
）

ろ
う
」。
こ
れ
は
、
批
判
的
な
書
き
ぶ
り
で
は
あ
る
が
、「
元
始
」
で
現
れ
る
「
天
才
」
と
同
じ
く
、
平
塚
は
万

人
に
、
す
な
わ
ち
南
山
の
中
に
も
「
神
」
な
い
し
「
天
才
」
の
可
能
性
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
南
山
が
自
ら
そ
こ
に
到
達
す
る
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こ
と
を
こ
こ
で
呼
び
か
け
て
い
る
。
南
山
が
男
性
で
あ
る
こ
と
は
平
塚
も
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
、「
天
才
」
論
が
「
女
性
」
に

限
ら
ず
万
人
に
差
し
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
。

南
山
が
提
起
し
た
、「
現
実
の
自
己
」
と
「
神
」
た
る
「
理
想
の
自
己
」
と
を
対
立
さ
せ
て
「
現
実
の
自
己
」
が
「
神
に
な
る

意
志
」
に
よ
っ
て
「
努
力
」
す
る
こ
と
を
「
真
」
で
あ
り
「
正
」
で
あ
る
と
す
る
理
論
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
平
塚
は
、

「
真
」
の
「
自
己
」
は
「
神
」
で
あ
り
、
現
実
の
「
自
己
」
は
真
で
は
な
い
「
集
中
」
が
「
弛
緩
」
し
「
空
間
的
に
広
が
っ
た
状

態
、
物
質
と
な
っ
た
状
態
」
だ
と
定
義
す
る
。
こ
う
し
た
平
塚
の
主
張
は
、「
評
論
」
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
で
、「
元
始
女
性

は
太
陽
で
あ
っ
た
」
な
ど
そ
れ
ま
で
の
著
作
と
は
異
な
り
、
論
理
的
な
反
論
が
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
泡
鳴
か
ら
の
も
の
で
、
同
じ
く
南
山
を
批
評
す
る
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。「〔
平
塚
の
論
が
〕『
客
観
は
…
…

主
観
の
創
造
』
だ
と
云
ふ
の
に
は
、
人
生
に
対
し
て
、
矢
張
り
、
僕
の
否
定
排
斥
す
る
そ
し
て
南
山
氏
が
誇
り
と
し
て
肯
定
す
る

解
脱
思
想
が
ま
つ
は
つ
て
ゐ
る
。
永
遠
に
で
も
、
ま
た
刹
那
に
で
も
、
人
生
、
即
ち
、
悲
痛
苦
悶
の
生
活
を
解
脱
す
る
と
せ
ば
、

そ
れ
は
精
神
的
、
肉
体
的
に
死
で
は
な
い
か
？
〔
…
…
〕
生
き
て
居
る
か
ら
、
努
力
苦
悶
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
死
で

あ
り
、
運
命
で
あ
り
、
神
秘
、
不
可
解
で
あ
る
と
し
て
も
、
生
の
哲
学
に
は
何
等
の
関
係
も
な
い
。
従
来
の
哲
学
で
は
、（
田
中

王
堂
氏
の
理
想
的
具
体
主
義
で
も
こ
の
欠
点
は
あ
る
が
）、
空
想
的
に
も
、
主
観
を
生
活
以
外
に
存
在
せ
し
め
て
、
生
活
を
経
営

す
る
か
の
如
く
見
為
し
た
が
、
主
観
は
生
活
以
外
で
は
な
い
。
肉
体
の
生
活
そ
の
物
が
主
（
50
）

観
だ
」。
こ
の
よ
う
に
泡
鳴
は
、「
人

生
」
を
「
悲
痛
苦
悶
の
生
活
」
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
主
観
で
乗
り
越
え
、
あ
る
い
は
離
脱
し
得
る
と
す
る
平
塚
の
論
を

否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
平
塚
は
、
泡
鳴
、
南
山
、
王
堂
ま
で
も
射
程
に
入
れ
た
「
自
己
」
の
論
争
に
加
わ
っ
た
一

員
と
し
て
、
同
時
代
の
論
者
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、「
神
に
な
る
意
志
」
を
最
後
に
、
評
論
活
動
か
ら
一
時
期
や
や
遠
ざ
か
っ
た
南
山
か
ら
は
、
平
塚
に
対
す
る
直
接
の
反

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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論
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
南
山
が
後
に
「
自
己
内
心
の
要
求
を
深
観
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
差
し
措
い
て
、
よ
そ
の
も
の
と
よ
そ
の

も
の
と
を
浅
い
頭
脳
で
引
き
寄
せ
た
り
結
び
合
は
せ
た
り
す
る
こ
と
に
多
少
の
興
味
を
も
ち
得
る
や
う
な
連
中
に
、
ど
う
せ
思
想

上
精
神
上
の
碌
な
仕
事
が
で
き
や
う
は
な
い
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
絶
対
孤
独
の
形
式
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
人
か
ら
で
な
く
て

は
何
ら
指
導
力
あ
る
精
神
上
思
想
上
の
主
張
運
動
が
起
こ
り
や
う
は
な
い
」
と
か
、「
根
本
的
に
自
己
の
性
格
を
深
化
し
、
明
化

し
、
強
大
化
し
て
く
る
で
な
け
れ
ば
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
み
（
51
）

れ
ば
、
実
の
と
こ
ろ
平
塚
と
南
山
の
論
理
は
か
な
り
近
い
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
5
）
金
子
筑
水
に
対
す
る
批
評

「
四
月
の
評
論
二
三
」
の
三
つ
め
の
批
評
に
お
い
て
、
平
塚
は
金
子
筑
水
の
「
運
命
と
自
己
」
と
い
う
、
筑
水
が
レ
オ
ニ
ド
・

ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
戯
曲
『
人
間
の
一
生
』
を
批
評
し
た
文
章
に
対
し
て
意
見
を
開
陳
し
て
い
る
。
こ
の
論
に
お
い
て
も
、
平
塚

は
「
自
己
」
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。『
人
間
の
一
生
』
は
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
が
一
九
〇
六
年
に
書
い
た
脚
本
で
、
一
九
一
〇
年

に
森
鷗
外
が
『
歌
舞
伎
』
誌
上
に
独
訳
か
ら
和
訳
し
て
広
く
知
ら
れ
た
。
こ
の
戯
曲
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
「
そ
の
人
は
お
と
な
し
く

運
命
の
鉄
案
の
極
め
た
道
を
歩
い
て
行
く
だ
ろ
う
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
名
も
な
き
主
人
公
の
栄
枯
盛
衰

の
一
生
を
概
観
す
る
よ
う
な
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
己
」
は
「
い
つ
で
も
そ
の
人
の
傍
に
付
い
て
ゐ
る
」
だ
け
の
、
つ

ま
り
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
「
そ
の
人
」
を
傍
観
す
る
だ
け
の
存
在
と
し
て
お
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
観
客
の
立
場
と
置
換
可
能
の

も
の
と
し
て
語
ら
（
52
）

れ
る
。

筑
水
は
こ
の
戯
曲
の
物
語
展
開
を
一
通
り
紹
介
し
た
上
で
、「
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
厳
格
な
事
実
で
あ
る
か
ら
、
さ
う

し
た
運
命
が
、
畢
竟
人
間
の
生
活
だ
と
諦
め
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
、
人
生
は
結
局
さ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
念
じ
や
う
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と
す
る
と
、
さ
て
此
の
結
局
の
観
か
た
に
至
つ
て
、
不
思
議
に
も
我
々
は
、
一
種
の
深
い
々
々
物
足
ら
な
さ
を
感
じ
て
く
る
。

我
々
の
一
生
は
、
結
局
さ
う
し
た
運
命
と
は
知
り
な
が
ら
も
、
ど
う
も
さ
う
ば
か
り
で
は
な
い
、
そ
れ
ば
か
り
か
我
々
の
生
活
で

は
な
い
、
と
い
ふ
深
い
々
々
不
満
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。」
と
（
53
）

い
い
、「
人
間
の
必
然
的
運
命
を
指
し
て
、
そ
れ
が
人
生
だ
と
教
へ

る
は
、
現
実
を
表
面
的
に
又
は
外
面
的
に
観
察
し
た
結
果
で
、
ま
だ
裡
面
の
複
雑
な
内
生
活
に
徹
底
し
て
ゐ
な
い
嫌
ひ
は
な
い

か
」
と
（
54
）

問
う
。「
運
命
や
チ
ヤ
ン
ス
に
支
配
さ
れ
な
が
ら
も
、
尚
其
の
裡
に
在
つ
て
、
曲
り
な
り
に
も
自
己
の
小
天
地
を
造
ら
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
、
現
実
生
活
の
意
味
が
汲
み
と
ら
れ
る
で
は
な
い
か
」「
老
ひ
さ
ら
ば
ひ
な
が
ら
も
、
そ
れ
相
応
に
自
分
を
働

か
せ
、
死
に
瀕
し
な
が
ら
も
、
尚
自
分
の
個
性
を
光
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
我
々
の
真
の
生
活
が
存
す
る
」
と
筑
水
は
主
張
（
55
）

す
る
。

こ
う
し
た
主
張
の
結
論
と
し
て
、「
真
生
活
は
、
む
し
ろ
運
命
や
チ
ヤ
ン
ス
の
外
に
在
る
と
す
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
外
的
な
運
命
や

チ
ヤ
ン
ス
に
の
み
着
眼
せ
ず
、
翻
つ
て
自
己
の
内
面
生
活
の
中
に
、
真
の
生
活
を
見
出
だ
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
筑
水
は
い

う
。平

塚
は
こ
う
し
た
筑
水
の
解
釈
に
「
異
議
を
提
出
す
る
気
は
な
い
」
と
概
ね
同
調
す
る
も
の
の
、
よ
り
踏
み
入
っ
た
批
評
が
必

要
で
あ
る
と
い
い
、
南
山
批
判
を
引
き
継
い
だ
「
自
己
」
論
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。「
外
面
的
に
見
た
老
幼
生
死
、
栄
枯
盛

衰
の
こ
の
現
象
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
真
相
で
は
な
い
。
現
実
の
真
相
に
徹
す
る
は
外
面
的
観
察
の
と
う
て
い
よ
く
し
得

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
徹
底
せ
る
現
実
そ
こ
に
は
運
命
や
チ
ャ
ン
ス
の
支
配
を
受
け
な
い
天
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
実
の
中
に

自
己
を
没
入
し
お
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
る
る
自
己
創
造
の
現
実
で
あ
る
。
こ
れ
の
み
真
な
る
も
の
。
こ
こ
に
我
々
の
真
生
活

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」。
こ
こ
で
は
南
山
に
対
す
る
批
評
で
「
現
実
」「
現
れ
」
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
「
外
面
」
の
「
現

象
」
と
よ
り
具
体
的
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ
が
「
現
実
」
の
「
真
相
で
は
な
い
」、「
現
実
」
の
偽
り
の
相
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
そ
の
上
で
、「
現
実
の
真
相
」
は
「
現
実
の
中
に
自
己
を
没
入
し
お
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
る
る
自
己
創
造
の
現
実
」
に

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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あ
る
と
平
塚
は
い
う
。
こ
れ
は
「
客
観
は
〔
…
…
〕
解
脱
せ
る
主
観
の
創
造
で
あ
る
」
と
同
様
の
表
現
で
あ
り
、「
真
」
な
る
も

の
は
「
自
己
創
造
の
現
実
」
で
あ
り
、「
外
面
」
的
「
客
観
」
的
「
現
実
」「
現
象
」
は
「
真
」
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
平
塚
の

主
眼
が
あ
る
こ
と
が
よ
り
判
然
と
す
る
。

平
塚
は
筑
水
の
文
章
を
引
き
、「�
必
然
的
運
命
を
人
生
の
厳
然
た
る
事
実
と
認
め
な
が
ら
し
か
も
我
々
が
言
う
べ
か
ら
ざ
る
物

足
り
な
さ
と
、
深
き
不
満
と
を
感
ず
る
�
は
や
が
て
そ
れ
が
真
で
な
い
こ
と
の
証
明
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
不
満
の
念
が
宗
教

の
起
原
の
一
つ
と
も
な
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
に
宗
教
の
存
在
の
意
義
が
あ
り
、
価
値
も
あ
（
56
）

ろ
う
」
と
書
い
て
、
宗
教
に
よ
る
「
人
間

の
内
的
生
命
」
や
「
物
自
爾
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
を
説
く
。「
お
よ
そ
宗
教
倫
理
等
は
直
接
実
在
に
関
し
、
人
間
の
内

的
生
命
そ
の
も
の
に
関
し
、
い
わ
ゆ
る
物
自
爾
に
関
す
る
消
息
を
知
る
も
の
で
（
57
）

あ
る
」。
そ
し
て
、「
客
観
」
は
「
自
己
の
創
造
」

と
い
う
論
と
同
様
、
物
そ
の
も
の
の
「
我
」
が
す
べ
て
を
「
創
造
」
す
る
、
と
論
じ
る
。「
物
自
爾
な
る
我
れ
は
創
造
の
我
で
あ

る
。
天
地
を
支
配
す
る
絶
対
、
自
由
の
君
主
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
、
平
塚
は
禅
の
修
行
の
中
で
得
た
「
見
性
」
の
体
験
を
、

同
時
代
に
流
行
し
て
い
た
西
洋
思
想
の
文
脈
に
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
説
得
的
に
論
じ
る
方
途
を
探
っ
て
い
る
。「
し
か
る
に
近
代

文
明
は
科
学
の
発
達
に
よ
り
、
個
人
の
抑
圧
に
よ
り
、
現
象
界
の
こ
と
の
み
を
過
重
視
し
、
い
つ
か
そ
の
根
源
た
る
物
自
爾
を
忘

れ
て
き
た
。
客
観
的
観
察
に
忙
し
く
し
て
、
内
に
真
の
生
命
を
汲
む
こ
と
を
久
し
く
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
一
面
か
ら
見
れ

ば
十
九
世
紀
の
西
洋
思
想
の
悪
影
響
と
も
言
え
よ
う
。
東
洋
思
想
は
外
に
対
し
て
こ
そ
鋭
敏
な
眼
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
自

己
に
つ
い
て
は
真
に
驚
嘆
に
価
す
る
ほ
ど
の
領
土
を
開
拓
し
て
い
る
。
近
く
仏
国
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
如
き
思
想
家
を
見
る
の
は

我
々
東
洋
人
の
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
。
禅
の
修
養
に
か
つ
て
多
少
頭
を
突
っ
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
自
分
は
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
思
想
系
統
に
多
く
の
意
義
と
、
興
味
を
覚
え
た
も
の
で
（
58
）

あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
、
禅
で
培
っ
た
「
我
」
の
「
見
性
」
の
経

験
が
、
西
洋
的
概
念
で
あ
る
「
自
己
」
に
対
す
る
「
東
洋
思
想
」
的
解
釈
と
し
て
平
塚
の
「
主
観
」
的
超
越
的
「
自
己
」
の
概
念
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を
形
成
し
た
、
と
平
塚
は
自
ら
整
理
し
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
四
月
の
評
論
二
三
」
に
収
め
ら
れ
た
四
本
の
評
論
の
う
ち
、
二
本
が
こ
の
よ
う
に
「
自
己
」
を
め

ぐ
る
議
論
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
論
の
対
象
と
な
る
文
献
の
選
択
か
ら
し
て
、
平
塚
が
「
自
己
」
を
論
じ
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
、
ま
た
同
時
代
に
「
自
己
」
が
問
題
化
さ
れ
る
思
想
的
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
平

塚
は
、
禅
の
経
験
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
も
、
同
時
代
の
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
自
ら
の
思
想
を
接
続
し
、
自
ら
の
お
か
れ

て
い
る
「
現
実
」
の
世
界
を
乗
り
越
え
、
そ
れ
を
司
り
、「
創
造
」
す
る
「
神
」
と
し
て
「
真
」
の
「
自
己
」
を
規
定
し
、
そ
の

「
解
脱
」「
解
放
」
を
「
刹
那
」
に
も
得
る
た
め
の
「
集
中
」
の
必
要
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
に
は
同
時
代
の
岩
野
泡
鳴

も
言
及
し
、
平
塚
の
思
想
は
一
つ
の
論
と
し
て
同
時
代
の
論
者
の
間
で
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
「
自
己
」
と
「
個
」
の
葛
藤

（
1
）
「
内
」
と
「
外
」

「
自
己
」
の
問
題
は
平
塚
に
と
っ
て
「
第
一
義
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
一
三
年
に
書
か
れ
た
「
諸
名
士
の
い
わ
ゆ
る

�
婦
人
問
題
�
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
平
塚
は
そ
の
こ
と
を
「
婦
人
問
題
」
と
い
う
当
時
の
流
行
語
を
取
り
上
げ
な
が
ら
詳
し
く

説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
平
塚
は
、「
婦
人
問
題
」
と
「
女
性
研
究
」
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
る
。「
け
れ
ど
不
思
議
な
の
は
か
く
ま
で
に
婦
人
問
題

が
喧
し
く
論
議
せ
ら
れ
な
が
ら
、
我
々
今
日
の
日
本
婦
人
が
現
に
そ
の
心
内
に
痛
感
せ
る
肝
腎
な
要
求
そ
の
も
の
が
ま
す
ま
す
閑

却
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕
元
来
こ
の
種
の
問
題
は
客
観
的
な
る
事
実
の
上
に
立
つ
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
ど

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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こ
ま
で
も
主
観
的
な
要
求
の
上
に
立
つ
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」。
こ
こ
で
も
「
主
観
」
を
重
視
す
る
平
塚
は
、「
科
学
」
に

よ
る
帰
結
と
「
自
己
」
の
「
要
求
」
と
の
相
違
を
指
摘
し
、「
婦
人
問
題
」
は
後
者
の
解
決
の
た
め
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
訴

え
る
。「
た
と
え
ば
こ
こ
に
一
個
の
真
面
目
な
女
性
研
究
者
が
あ
る
と
す
る
、
そ
し
て
広
く
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
る
事
実
を
観

察
し
て
、
長
い
間
の
科
学
的
研
究
の
結
果
、
つ
い
に
女
子
は
人
た
る
べ
か
ら
ず
、
男
子
に
比
し
て
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
所
詮

劣
等
な
る
も
の
、
か
く
の
如
き
者
に
自
由
を
与
う
る
は
女
子
自
身
の
生
存
を
危
う
く
す
る
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
た
め
、
人
類
、

種
族
の
た
め
有
害
で
あ
る
〔
…
…
〕
と
い
う
よ
う
な
結
論
に
万
一
到
達
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身

の
内
に
発
し
た
要
求
を
容
易
に
否
定
す
る
こ
と
も
、
撤
回
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
た
婦
人
問
題
が
そ
れ
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
る
の
で
も
、
消
滅
す
る
も
の
で
も
（
59
）

な
い
」。「
婦
人
問
題
」
が
対
象
と
し
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
「
主

観
」
の
要
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、「
科
学
」
的
「
客
観
」
は
そ
の
「
主
観
」
に
従
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の

論
理
は
前
に
見
た
、「
客
観
」
的
に
弱
者
と
見
做
さ
れ
て
い
る
人
間
が
「
主
観
」
に
よ
り
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
「
滑
稽
」
と
し
た

南
山
へ
の
批
判
と
し
て
、
あ
る
い
は
現
実
の
「
悲
痛
」
と
「
苦
悶
」
を
越
え
る
「
解
脱
」
は
な
い
と
泡
鳴
に
批
判
さ
れ
た
論
理
と

し
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、「
客
観
は
〔
…
…
〕
主
観
の
創
造
」
と
い
う
主
張
と
地
続
き
で
あ
る
。
平
塚
の
婦
人
解
放
論
が
「
自
己
」

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
の
特
徴
は
こ
こ
に
あ
る
。「
客
観
」
の
状
況
を
「
自
己
」
の
「
意
力
」
に
よ
っ
て
の
み
解
放
す
べ
き
と
い

う
思
想
も
、
そ
の
状
況
に
「
苦
悶
」
す
る
こ
と
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
と
い
う
思
想
も
、
平
塚
は
「
自
己
」
の
名
の
下
に
既
に
と
も

に
退
け
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
平
塚
に
と
っ
て
、「
参
政
権
や
選
挙
権
」「
経
済
上
の
独
立
生
活
」
は
第
二
義
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。「
し
か
ら

ば
今
日
、
日
本
の
一
部
若
き
婦
人
が
切
に
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
参
政
権
や
選
挙
権
の
獲
得

で
は
な
い
。
ま
た
単
な
る
経
済
上
の
独
立
生
活
で
も
な
い
。〔
…
…
〕
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
全
体
的
な
、
第
一
義
的
な
根
本
要
求
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を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。
こ
こ
で
い
う
「
第
一
義
的
な
根
本
要
求
」
と
は
、「
一
言
に
し
て
言
え
ば
男
子
と
と
も
に
�
人
�
で

あ
る
と
い
う
内
的
覚
醒
に
基
く
種
々
な
る
要
求
で
あ
る
。
自
己
の
内
生
活
の
貧
弱
と
空
虚
を
痛
切
に
感
じ
、
女
子
も
ま
た
人
た
る

以
上
は
豊
富
な
、
充
実
し
た
、
高
き
自
己
の
生
活
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
こ
れ
ま
で
女
子
の
自
由
発
展
を
抑
圧
し
て
い

た
習
慣
因
習
か
ら
脱
し
て
、
ま
ず
内
部
心
霊
を
解
放
し
、
そ
の
自
然
性
を
発
揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
の
で
あ
る
」。
の
ち
に
は

与
謝
野
晶
子
批
判
に
繫
が
る
こ
の
主
張
も
、「
自
己
」
の
定
義
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
。
即
ち
、「
参
政
権
や
選
挙
権
」「
経

済
上
の
独
立
生
活
」
が
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
現
実
」
の
問
題
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
外
面
的
」
事
象
と
捉

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
外
面
的
」
な
「
現
象
」
自
体
が
「
自
己
」
を
束
縛
す
る
「
皮
衣
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
「
客

観
」
に
基
づ
く
判
断
で
「
弱
者
」
は
南
山
に
よ
っ
て
嘲
笑
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
く
ら
「
皮
衣
」
を
変
え
て
も
「
赤
裸
々
な
る

自
己
」＝

「
神
」
に
至
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
「
解
放
」
は
な
し
え
な
い
。「
客
観
」
自
体
を
「
自
己
の
創
造
」
で
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
平
塚
は
こ
れ
を
「
婦
人
問
題
」
に
紐
付
け
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
男
女
に
共
通
す
る

こ
と
だ
と
念
を
押
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
。「
自
分
は
真
の
人
た
ら
ん
と
す
る
如
上
の
要
求
は
何
も
女
子
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な

く
、
男
子
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
た
だ
久
し
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
女
子
に
向
っ
て
、
特
に
事
新
し
く
想

い
起
さ
れ
た
ま
で
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
（
60
）

ろ
う
」。

平
塚
は
以
上
の
よ
う
に
、「
婦
人
問
題
」
が
根
ざ
し
て
い
る
「
婦
人
」
の
「
要
求
」
に
は
「
第
一
義
的
」
な
も
の
と
「
第
二
義

的
」
な
も
の
が
あ
る
、
と
整
理
し
た
上
で
、「
自
己
」
の
解
放
と
い
う
「
第
一
義
的
」
要
求
の
優
先
を
訴
え
て
い
る
。「
自
分
は
婦

人
問
題
が
、
か
の
狭
隘
な
る
部
分
的
も
し
く
は
第
二
義
的
問
題
の
範
囲
内
に
の
み
跼
蹐
し
、
も
っ
ぱ
ら
差
別
的
方
面
か
ら
論
ぜ
ら

れ
る
ば
か
り
で
、
し
か
も
、
と
も
す
れ
ば
こ
れ
が
婦
人
問
題
の
総
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
む
し
ろ
恐
れ
て

い
る
。
婦
人
問
題
が
第
一
義
の
人
間
問
題
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
真
の
自
由
解
放
な
ど
と
言
う
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
と
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思
う
。
だ
か
ら
自
分
は
内
部
生
命
そ
の
も
の
の
直
覚
を
ま
ず
何
よ
り
も
先
き
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
の
自
由
を
欲
求
す

る
若
き
婦
人
と
と
も
に
自
分
も
ま
た
こ
の
婦
人
問
題
を
人
間
問
題
に
触
れ
る
よ
う
に
導
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
後
い

か
に
第
二
義
的
問
題
に
、
す
な
わ
ち
差
別
的
方
面
に
深
く
没
頭
す
る
日
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
そ
れ
は
手
段
で
あ
り
、
方
便
で
あ

る
こ
と
を
思
っ
て
、
根
本
の
問
題
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
（
61
）

た
い
」。

し
か
し
そ
の
平
塚
も
、
一
九
一
四
年
六
月
の
「
婦
人
の
生
活
を
重
じ
な
い
社
会
」
に
至
る
と
、
社
会
の
あ
ま
り
の
女
性
差
別
の

苛
烈
さ
に
耐
え
か
ね
、
そ
の
「
第
二
義
的
問
題
」
に
対
し
て
「
だ
ま
っ
て
い
ら
れ
な
く
」
な
っ
た
と
書
い
て
い
る
。「
ひ
た
す
ら

に
内
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
高
き
と
こ
ろ
に
押
し
上
げ
ら
れ
、
つ
き
詰
め
ら
れ
た
刹
那
、
自
己
に
神
を
見
た
私
は
爾

後
、
さ
ら
に
熱
心
な
自
己
の
奉
仕
者
で
あ
っ
た
。
自
己
の
内
的
欲
求
や
、
内
的
実
験
の
ほ
か
、
私
を
動
か
し
得
る
根
本
的
の
力
は

な
に
も
な
く
な
っ
た
。
私
は
な
お
も
ひ
た
す
ら
に
内
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ざ
る
緊
張
と
感
激
に
満
た
さ
れ
た
生
活
を

営
み
な
が
ら
そ
こ
に
自
己
安
住
の
境
土
を
造
る
こ
と
に
全
力
を
注
い
で
い
た
。〔
…
…
〕
と
こ
ろ
が
今
日
の
私
は
も
う
そ
う
い
う

態
度
を
続
け
る
に
堪
え
な
く
な
っ
て
（
62
）

い
る
」。
そ
し
て
、「
私
は
い
つ
ま
で
も
だ
ま
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
（
63
）

っ
た
」。

こ
の
文
章
の
中
で
、「
自
己
」
を
示
す
さ
い
に
「
内
」
と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
自
己
」
を
「
内
」

的
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
表
現
は
こ
れ
ま
で
も
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の
平
塚
は
、
周
囲
の
人
々
を
「
外
」、「
自
己
」
を
「
内
」
と

す
る
論
理
に
よ
っ
て
、「
自
己
」
を
「
外
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
内
」
に
求
め
る
と
い
う
志
向
を
強
め
て
い
る
。「
こ
う
ま
で
執

拗
に
内
に
ば
か
り
向
け
ら
れ
て
い
た
私
の
眼
を
多
少
な
り
外
に
転
じ
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
や
は
り
私
ま
た
は
私
の
周
囲
に

い
る
婦
人
や
社
に
対
す
る
社
会
の
無
智
、
無
理
解
だ
っ
た
。
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
意
外
な
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
い
う
よ
り

ほ
か
な
い
俗
衆
や
官
憲
の
圧
迫
な
ど
だ
（
64
）

っ
た
」。
こ
の
「
内
」
の
強
調
は
、「
自
己
」
そ
の
も
の
の
「
創
造
」
の
可
能
性
、
無
限
性

と
い
う
こ
れ
ま
で
平
塚
が
主
張
し
て
き
た
側
面
を
や
や
捨
象
し
、
む
し
ろ
「
自
己
」
の
外
部
に
対
す
る
没
交
渉
と
い
う
側
面
が
強
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く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
平
塚
は
こ
こ
で
南
山
の
よ
う
に
「
現
実
」
を
「
意
力
」
で
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
も
、
泡
鳴
の
よ
う
に
「
苦

悶
」
を
甘
受
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
と
自
ら
の
お
か
れ
た
状
況
の
変
化
に
即
し
て
、
平
塚
自
身
が
「
自

己
」
の
「
要
求
」
を
自
ら
問
い
直
す
姿
勢
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
家
を
出
て
、
ま
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
報
道
に
巻
き
込
ま

れ
、「
母
」
と
な
る
可
能
性
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
平
塚
の
「
自
己
」
は
、
こ
こ
か
ら
新
た
な
境
地
を
開
い
て
い
く
。

「
私
は
決
し
て
母
た
る
重
大
な
経
験
に
世
の
多
く
の
婦
人
達
と
と
も
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
無
条
件
に
避
け
る
も
の
で
は
な
い
。
た

だ
私
は
妻
と
な
り
、
母
と
な
る
こ
と
の
み
が
婦
人
の
唯
一
の
生
活
の
道
で
は
な
い
。
こ
れ
が
婦
人
の
生
活
の
全
部
で
は
な
い
と
考

え
る
と
と
も
に
、
ま
た
母
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
在
来
の
婦
人
が
考
え
た
よ
り
も
む
し
ろ
も
っ
と
重
大
な
こ
と
と
考
え
る
と
こ
ろ

か
ら
、
母
た
ら
ん
と
す
る
自
己
の
内
的
欲
求
の
充
実
な
く
し
て
母
に
な
る
こ
と
を
罪
悪
と
さ
え
思
っ
た
（
65
）

の
だ
」。

（
2
）
「
自
己
」
に
対
す
る
「
個
」
の
導
入
と
混
乱

「
内
」
な
る
「
自
己
」
と
「
外
」
な
る
他
者
と
い
う
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、
新
た
に
「
自
己
」
に
付
与
さ
れ
る
性

質
が
、「
個
」
で
あ
っ
た
。
平
塚
は
一
九
一
四
年
の
秋
に
、『
青
鞜
』
三
周
年
を
振
り
返
る
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。「
こ
う
し
て
『
青
鞜
』
全
体
の
上
に
見
ら
れ
た
と
同
様
の
変
化
な
り
進
歩
な
り
が
、
同
時
に
執
筆
者
個
々
人
の
上
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
故
な
ら
彼
ら
は
自
己
ま
た
は
自
己
の
周
囲
と
の
種
々
な
る
戦
い
の
間
に
、
次
第
に
よ
り
真
面
目

に
自
己
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
己
の
内
に
向
っ
て
深
く
ほ
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
自
己
を
知
り
、
自

己
に
よ
り
誠
実
な
ら
ん
と
志
す
と
こ
ろ
に
、
自
ず
か
ら
そ
の
人
自
身
の
個
性
が
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
か
各
自
の
立
場

と
い
う
よ
う
な
も
の
も
朧
げ
な
が
ら
も
定
ま
っ
て
き
た
（
66
）

か
ら
」。
こ
れ
を
創
刊
時
に
書
か
れ
た
「
元
始
」
の
次
の
部
分
と
対
比
す

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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れ
ば
、「
個
」
と
い
う
語
の
特
異
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
青
鞜
社
の
社
員
は
、
私
と
同
じ
よ
う
に
若
い
社
員
は
一
人
残
ら
ず
各
自

の
潜
め
る
天
才
を
発
言
し
、
自
己
一
人
に
限
ら
れ
た
る
特
性
を
尊
重
し
、
他
人
の
犯
す
こ
と
の
出
来
な
い
各
自
の
天
職
を
全
う
せ

ん
た
め
に
ひ
た
す
ら
に
精
神
を
集
中
（
67
）

す
る
」。
同
じ
よ
う
に
「
自
己
」
の
追
求
を
論
じ
て
い
な
が
ら
、
創
刊
時
に
は
「
特
性
」「
天

職
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
三
年
後
の
文
章
で
は
「
個
性
」「
立
場
」
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。「
特
性
」「
天
職
」
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
「
自
己
」
に
特
有
の
性
質
、
特
別
に
与
え
ら
れ
た
職
を
意
味
す
る
が
、「
個
性
」「
立
場
」
は
「
自
己
」
以
外
の
も

の
も
含
む
世
界
の
中
で
「
自
己
」
を
他
の
「
個
」
や
位
置
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の

「
個
」
が
「
天
才
」
的
で
あ
っ
た
り
「
立
場
」
が
「
天
職
」
で
あ
る
こ
と
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
自
己
」
の

「
内
」
の
超
越
的
な
可
能
性
を
追
求
し
た
創
刊
時
と
、「
外
」
か
ら
「
自
己
」
の
あ
り
方
を
相
対
的
に
み
た
三
年
後
と
い
う
相
違
が

あ
る
。

し
か
し
、「
客
観
」
を
超
越
し
て
「
創
造
」
す
る
「
自
己
」
な
い
し
「
神
」
は
、
本
来
は
外
部
の
他
者
と
並
列
に
存
在
し
得
る

も
の
で
は
な
い
。
他
の
「
主
観
」
と
共
存
す
る
時
点
で
「
自
己
」
の
「
主
観
」
は
制
限
さ
れ
、
そ
の
「
刹
那
」
の
「
絶
対
価
値
」

は
絶
対
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
平
塚
は
「
自
己
」
の
「
個
性
」
の
発
揮
を
い
い
な
が
ら
も
、
他
方
で
「
個
人
主

義
」
を
批
判
す
る
。「
ま
た
彼
ら
の
中
の
あ
る
者
は
狭
隘
な
個
人
主
義
と
な
り
、
相
対
的
な
意
味
に
お
け
る
孤
独
の
中
に
寂
し
く

座
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
身
辺
に
は
絶
え
間
な
き
不
安
の
影
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
。〔
…
…
〕
私
の
求
め
る
個
人
主
義
は
も
っ
と
個

人
と
い
ふ
も
の
を
最
後
ま
で
つ
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
で
き
る
だ
け
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
自
己
の
絶

対
境
地
に
立
っ
て
の
個
人
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
陽
の
孤
独
で
な
け
れ
ば
な
ら
（
68
）

な
い
」。
ゆ
え
に
、
平
塚
の
「
個
人
」

の
定
義
は
「
個
人
」
を
超
越
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
私
と
て
も
個
人
の
要
求
の
何
よ
り
も
重
ん
ず
べ
き
こ
と
、
個
人
の

生
活
の
充
実
を
ま
ず
第
一
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
お
い
て
氏
に
譲
ら
な
い
。
け
れ
ど
個
人
の
要
求
は
同
時
に
人
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類
的
な
ま
た
宇
宙
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
い
う
。
私
ど
も
は
自
己
の
根
本
要
求
の
中
に
人
類
の
要
求
を
、
宇
宙
の
要

求
を
、
個
人
の
生
活
の
上
に
人
類
の
生
活
、
宇
宙
の
生
活
を
悟
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
ま
で
こ
な
け
れ
ば
個
人
の
要
求

も
そ
の
生
活
も
あ
ま
り
に
根
ざ
し
の
浅
い
、
は
か
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
。
宇
宙
生
命
の
本
源
を
離
れ
て
個
人
に
何
の
力
が

あ
ろ
う
。
個
人
の
充
実
と
い
う
こ
と
も
個
人
の
生
活
の
中
に
絶
対
の
天
地
を
有
し
え
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
畢
竟
空
な
る
文
字
に

す
ぎ
ぬ
も
の
で
は
あ
る
ま
（
69
）

い
か
」。
つ
ま
り
平
塚
の
い
う
「
個
人
」
は
、
通
常
い
う
意
味
で
の
個
人
で
は
な
い
。「
個
人
」
は
「
人

類
」
で
あ
り
、「
宇
宙
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
平
塚
が
い
う
意
味
で
の
「
自
己
」
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
「
個
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
一
方
で
は
他
者
と
の
関
係
を
問
う
観
点
が
導
入
さ
れ
、
他

方
で
は
「
自
己
」
が
「
個
」
の
限
界
に
接
し
、
葛
藤
す
る
と
い
う
契
機
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

平
塚
が
『
青
鞜
』
誌
上
で
初
め
て
の
評
論
を
公
に
し
た
一
九
一
二
年
は
、
日
露
戦
争
か
ら
数
年
が
経
ち
、
国
家
と
国
民
、
特
に

個
人
と
の
関
係
が
再
考
さ
れ
、
形
而
上
学
的
な
思
想
に
代
わ
っ
て
個
人
の
活
動
や
経
験
を
め
ぐ
る
思
想
が
台
頭
し
た
時
期
で
あ
っ

た
。
西
田
幾
多
郎
が
『
芸
文
』
誌
上
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
紹
介
し
、
新
カ
ン
ト
派
に
代
わ
っ
て
徐
々
に
ブ
ー
ム
と
な
る
な
ど
、「
主

観
」
と
「
直
観
」
な
ど
を
対
立
さ
せ
つ
つ
、「
自
己
」
や
「
個
人
」
の
「
価
値
」
や
「
自
由
」
の
所
在
が
議
論
の
的
と
な
っ
た
。

本
論
は
、
こ
う
し
た
「
自
己
」
を
問
う
時
流
の
中
で
、
田
中
王
堂
、
岩
野
泡
鳴
、
白
松
南
山
ら
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
に
介
入

す
る
形
で
評
論
を
始
め
た
こ
と
が
、
平
塚
が
「
自
己
」
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
用
い
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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そ
こ
で
平
塚
は
、「
神
」
に
な
り
得
な
い
人
間
が
「
神
に
な
る
意
志
」
に
よ
っ
て
努
力
し
続
け
る
こ
と
を
「
真
」
で
あ
り
「
正
」

と
す
る
南
山
を
批
判
し
、「
現
れ
」
と
し
て
の
「
現
実
」
の
み
を
絶
対
と
す
る
思
想
を
否
定
し
、「
自
己
」
は
「
神
」
に
な
り
得
、

そ
の
「
自
己
」
は
「
客
観
」
を
越
え
た
「
創
造
」
を
な
し
得
る
と
論
じ
た
。
こ
の
論
は
、
人
生
に
お
い
て
「
悲
痛
」「
苦
悶
」
を

越
え
る
救
い
は
な
い
と
す
る
泡
鳴
に
批
判
さ
れ
る
も
の
の
、
当
時
流
行
し
た
綱
島
梁
川
の
論
も
引
き
継
い
だ
、
批
判
に
足
る
論
と

し
て
同
時
代
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
同
化
」
や
「
自
然
」
と
の
融
合
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
平
塚
の
「
自

己
」
も
、
そ
れ
が
「
客
観
」
や
「
対
象
」
へ
の
沈
潜
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
己
」
の
「
主
観
」
に
よ
る
「
対
象
」
の
超
越
的
包

摂
が
目
指
さ
れ
て
い
た
と
い
う
側
面
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
自
己
」
は
「
現
実
」
に
も
繫
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
あ
く
ま
で
「
真
」
の
「
自
己
」
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
続
け
た
。

そ
の
「
自
己
」
の
定
義
は
、
周
囲
の
性
差
別
の
前
に
徐
々
に
「
外
」
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、「
外
」
に
対
し
て
「
内
」

な
る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
、『
青
鞜
』
創
刊
か
ら
三
年
後
の
文
章
で
は
「
個
」
と
い
う
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
た
。「
自
己
」
は
最

初
か
ら
「
個
人
」
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
九
一
四
年
に
至
っ
て
ま
ず
「
外
」
と
切
り
離
さ
れ
た
「
内
」
を
改
め
て

問
う
中
で
「
個
」
が
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
「
真
」
の
「
自
己
」
の
超
越
性
が
不
問
に
付
さ
れ
て
お
り
、
平

塚
に
お
い
て
「
自
己
」
は
「
個
」
に
必
ず
し
も
適
合
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
来
「
個
」
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
「
自

己
」
と
い
う
概
念
を
「
個
」
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
こ
と
で
生
じ
た
の
が
、
一
九
一
五
年
以
降
顕
在
化
す
る
「
個
人
と
し
て
の

生
活
と
性
と
し
て
の
生
活
と
の
間
の
争
闘
」
と
い
う
問
題
で
（
70
）

あ
る
。「
個
人
」
と
し
て
の
「
自
己
」
が
「
女
性
」
で
あ
る
「
自
己
」

と
対
立
す
る
理
由
は
、
そ
も
そ
も
「
個
」
に
収
ま
る
も
の
で
な
か
っ
た
平
塚
の
「
自
己
」
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
論

で
み
た
よ
う
な
「
自
己
」
概
念
の
「
個
」
に
対
す
る
超
越
性
、「
人
類
」「
宇
宙
」
的
規
定
を
踏
ま
え
、
新
た
な
視
角
か
ら
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
別
稿
を
期
し
た
い
。
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注（
1
）
佐
々
木
英
昭
は
、
平
塚
が
禅
に
お
け
る
神
秘
的
な
「
無
我
」
の
境
地
を
通
じ
て
目
指
し
た
の
は
、「
女
性
」
で
は
な
く
性
差
の
な
い

「
絶
対
」
の
「
自
己
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
（
佐
々
木
英
昭
「
出
発
期
平
塚
ら
い
て
う
に
お
け
る
�
神
秘
�
表
現
―
―
�
あ
な
た
は
私
、

私
は
あ
な
た
�
―
―
」『
文
学
』
五
六
巻
、
一
九
八
八
年
三
月
、
九
〇
頁
）、
小
林
登
美
枝
も
平
塚
が
「
禅
を
自
我
確
立
の
門
と
し
て
出
発

し
〔
…
…
〕
抑
圧
さ
れ
た
同
世
代
の
女
た
ち
の
自
我
の
解
放
を
訴
え
、
人
間
復
権
の
主
張
に
た
っ
た
」
と
分
析
し
、
訴
え
か
け
た
相
手
は

女
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
た
の
は
性
差
の
な
い
「
自
我
の
解
放
」「
人
間
復
権
」
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
（
小
林
登
美
枝

『
陽
の
か
が
や
き
―
―
平
塚
ら
い
て
う
・
そ
の
戦
後
』
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
八
二
―
三
頁
）。
水
田
珠
枝
も
、『
青
鞜
』
創
刊

の
一
九
一
一
年
時
点
で
は
性
差
の
存
在
し
な
い
「
精
神
集
中
の
究
極
で
あ
る
最
上
層
の
真
我
」
を
目
指
し
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
（
水

田
珠
枝
「
平
塚
ら
い
て
う
の
神
秘
主
義
（
下
）
―
―
成
瀬
仁
蔵
・
ド
イ
ツ
観
念
論
・
禅
と
の
関
連
で
―
―
」『
思
想
』
九
九
七
号
、
二
〇

〇
七
年
五
月
、
一
三
一
―
六
頁
）。

（
2
）
平
塚
ら
い
て
う
研
究
の
最
初
期
で
あ
る
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
め
ま
で
、
こ
の
こ
と
は
抽
象
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
井
手

文
子
は
「
自
己
超
脱
」
が
平
塚
の
「
自
己
解
放
の
方
法
」
だ
と
し
た
上
で
、「
ら
い
て
う
の
自
己
超
脱
は
観
念
論
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
」

と
し
、
そ
れ
を
、「
お
だ
や
か
な
自
然
の
調
和
に
む
か
っ
て
ひ
ろ
が
り
、
そ
の
ほ
ほ
え
み
を
感
得
す
る
東
洋
的
宇
宙
観
」
と
表
現
し
た

（
井
出
文
子
『�
青
鞜
�
の
女
た
ち
』
海
燕
書
房
、
一
九
七
五
年
、
四
〇
頁
）。
鹿
野
政
直
は
「�
近
代
的
自
我
�
の
範
疇
を
超
え
る
な
に
か

が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
そ
れ
は
「
共
存
の
愛
の
世
界
の
夢
想
に
至
る
も
の
」
と
説
明
す
る
（
鹿
野
政
直
「
戦
前
・�
家
�

の
思
想
」（
初
出：

一
九
八
三
年
）『
鹿
野
政
直
思
想
史
論
集

第
二
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
八
九
―
九
〇
頁
）。
八
〇
年
代
後

半
か
ら
禅
の
影
響
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
舘
か
お
る
は
、
平
塚
が
「
禅
の
修
行
に
よ
り
、
欧
米
の
�
近
代
的
自
我
�
と
は
異
な
る

�
無
我
�
を
直
感
し
て
い
た
」
と
指
摘
（
舘
か
お
る
「
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
―
―
平
塚
ら
い
て
う
に
お
け
る
�
母
性
�
と
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
を
中
心
に
―
―
」
女
性
学
研
究
会
編
『
女
の
目
で
見
る
』
講
座
女
性
学
四
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
六
六
―
七
頁
）、
先

に
引
い
た
佐
々
木
は
、
平
塚
の
「
自
己
」
は
、「�
事
物
�
な
り
�
観
念
�
な
り
の
対
象
（
客
体
）
を
�
絶
対
�
化
」
し
、「
対
象
に
自
己

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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（
主
体
）
を
〔
…
…
〕
同
化
す
る
」
も
の
だ
と
し
て
い
る
（
佐
々
木
前
掲
論
文
、
八
五
頁
）。
米
田
佐
代
子
は
平
塚
に
お
け
る
「
神
」
の
参

照
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
ら
い
て
う
の
理
念
」
は
一
貫
し
て
、「
自
己
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
拒
否
し
、
自
然
と
一
体
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
己
解
放
を
め
ざ
す
」
も
の
だ
っ
た
と
す
る
（
米
田
佐
代
子
『
平
塚
ら
い
て
う

近
代
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
〇
頁
）。

（
3
）
水
田
前
掲
論
文
、
一
三
二
頁
。

（
4
）
同
論
文
、
一
三
四
頁
。
大
家
慎
也
が
平
塚
の
「
元
始
」
に
現
れ
る
「
太
陽
、
天
才
、
真
正
の
人
の
概
念
」
を
も
と
に
、「
真
の
自
己
」

と
「
仮
の
自
己
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
「
真
の
自
己
は
、
周
囲
の
環
境
に
合
わ
せ
た
具
体
的
な
表
現
と
し
て
仮
の
自
己
に
結
実
す
る
」

と
論
じ
て
い
る
の
は
、
水
田
の
「
二
つ
の
自
己
は
一
つ
」
で
あ
る
こ
と
の
簡
潔
な
説
明
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
大
家
慎
也
「
真
の
自
己

と
仮
の
自
己
―
―
出
発
期
の
平
塚
ら
い
て
う
を
読
み
解
く
一
視
点
―
―
」『
二
十
一
世
紀
倫
理
創
成
研
究
』
五
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
、

八
七
―
一
〇
三
頁
。

（
5
）
小
嶋
翔
『
近
代
日
本
に
お
け
る
私
生
活
と
政
治

与
謝
野
晶
子
と
平
塚
ら
い
て
う
―
―
自
己
探
求
の
思
想
―
―
』
東
北
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
年
、
一
五
三
―
四
頁
。

（
6
）
平
塚
ら
い
て
う
「
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
『
青
鞜
』
発
刊
に
際
し
て
―
―
」（
初
出：

『
青
鞜
』
一
巻
一
号
、
一
九
一
一
年

九
月
）『
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集

第
一
巻
』
大
月
書
店
、
一
九
八
三
年
、
二
五
頁
。

（
7
）
同
論
文
、
二
二
頁
。

（
8
）
同
論
文
、
二
五
頁
。

（
9
）
同
論
文
、
二
七
頁
。

（
10
）
ら
い
て
う
「
圓
窓
よ
り
―
―
四
月
の
評
論
二
三
―
―
」『
青
鞜
』
二
巻
五
号
、
一
九
一
二
年
五
月
、
七
六
頁
。
こ
の
部
分
は
著
作
集
に

収
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
初
出
か
ら
引
い
た
。

（
11
）
白
松
南
山
「
神
に
な
る
意
志
」『
早
稲
田
文
学
』
七
七
号
、
一
九
一
二
年
四
月
。
引
用
に
際
し
て
明
ら
か
な
誤
字
は
訂
正
し
た
。
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（
12
）
田
中
王
堂
「
岩
野
泡
鳴
氏
の
人
生
観
及
び
芸
術
観
を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
二
四
巻
九
号
、
一
九
〇
九
年
九
月
。

（
13
）
岩
野
泡
鳴
「
悲
痛
の
哲
理
」『
文
章
世
界
』
五
巻
一
号
、
一
九
一
〇
年
一
月
。

（
14
）
白
松
南
山
「
全
我
的
気
分
心
持
本
位
の
態
度
」『
早
稲
田
文
学
』
四
七
号
、
一
九
〇
九
年
十
月
。

（
15
）
白
松
南
山
「
最
深
要
求
の
事
実
化
の
態
度
」『
早
稲
田
文
学
』
五
七
号
、
一
九
一
〇
年
八
月
。

（
16
）
「
僕
はStolz

を
あ
り
が
た
い
も
の
だ
と
思
ふ
。〔
…
…
〕
シ
ユ
ト
ル
ツ
は
飽
く
ま
で
も
生
の
原
理
で
あ
る
。
存
在
の
肯
定
の
原
理
で
あ

る
。
一
歩
を
進
め
て
言
へ
ば
、
我
執
の
、
我
慢
の
我
欲
の
、
乃
至
一
切
の
自
己
保
存
欲
自
己
増
大
欲
の
最
も
十
分
な
る
肯
定
の
原
理
で
あ

ゼ
ル
ブ
ス
ト
ゲ
フ
ユ
ー
ル

る
。〔
…
…
〕
シ
ユ
ト
ル
ツ
を
他
面
か
ら
観
察
す
れ
ば
自
己
感
情
で
あ
る
。
若
し
く
は
す
く
な
く
と
も
自
己
感
情
の
一
形
式
で
あ
る
。
或

ア
イ
ゲ
ン
ユ
ル
ト
ゲ
フ
ユ
ー
ル

ひ
は
自
己
価
値
感
情
の
又
の
名
で
あ
る
」（
白
松
南
山
「
神
に
な
る
意
志
」、
二
六
四
頁
）。

（
17
）
白
松
南
山
「
神
に
な
る
意
志
」、
二
六
五
頁
。

（
18
）
同
論
文
、
二
六
六
頁
。

（
19
）
同
論
文
、
二
六
七
頁
。

（
20
）D

m
itriM

erejkow
ski

（D
m
itry
Sergeyevich

M
erezhkovsky

）,Tolstoias
m
an
and
artist:

W
ith
an
essay

on
D
ostoïevski,W

est-

m
inster:A

rchibald
Constable,1902.

（
21
）
岩
野
泡
鳴
「
メ
レ
ジ
コ
ウ
ス
キ
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
論
』
を
読
む
」（
初
出
一
九
〇
六
年
）『
新
自
然
主
義
』
日
高
有
倫
堂
、
一
九
〇
八

年
、
九
七
頁
。
こ
の
議
論
は
、
岩
野
泡
鳴
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
左
久
良
書
房
、
一
九
〇
六
年
で
展
開
さ
れ
た
自
身
の
論
を
引
き
継
い
だ

も
の
で
あ
る
。

（
22
）
岩
野
泡
鳴
「
メ
レ
ジ
コ
ウ
ス
キ
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
論
』
を
読
む
」、
一
〇
三
―
七
頁
。

（
23
）
白
松
南
山
「
神
に
な
る
意
志
」、
二
六
七
頁
。

（
24
）
同
論
文
、
二
六
七
―
八
頁
。

（
25
）
同
論
文
、
二
六
八
頁
。
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（
26
）
同
論
文
、
二
七
一
頁
。

（
27
）
綱
島
梁
川
「
予
が
見
神
の
実
験
」『
新
人
』
六
巻
七
号
、
一
九
〇
五
年
五
月
（
の
ち
『
病
閒
録
』
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
〇
五
年
に
収

録
）。
綱
島
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
最
新
の
状
況
に
つ
い
て
は
古
荘
匡
義
『
綱
島
梁
川
の
宗
教
哲
学
と
実
践
』
法
藏
館
、

二
〇
二
二
年
を
参
照
の
こ
と
。
綱
島
の
同
時
代
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
以
下

を
参
照
の
こ
と
。
竹
内
整
一
『
自
己
超
越
の
思
想
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
。
關
岡
一
成
「『
新
人
』
と
綱
島
梁
川
」『
キ
リ
ス
ト
教

社
会
問
題
研
究
』
四
六
号
、
一
九
九
八
年
一
月
、
一
―
二
四
頁
。
深
澤
英
隆
「
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
経
験
を
め
ぐ
る
言
説
―
―
綱
島

梁
川
の
経
験
報
告
と
そ
の
意
味
」『
宗
教
哲
学
研
究
』
二
三
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
―
一
五
頁
。
古
荘
匡
義
「『
回
覧
集
』
の
翻
刻
と
分

析
―
―
綱
島
梁
川
に
よ
る
煩
悶
青
年
へ
の
影
響
に
着
目
し
て
―
―
」
全
三
編
、『
龍
谷
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
五
一
・
五
四
・
五
五
号
、

二
〇
一
七
年
十
一
月
・
二
〇
一
九
年
三
月
・
同
年
十
一
月
。

（
28
）
白
松
南
山
「
現
実
と
は
何
か
」（
初
出：

「
現
実
の
語
義
と
中
身
」『
文
章
世
界
』
四
巻
一
五
号
、
一
九
〇
八
年
十
一
月
）『
シ
ュ
ト
ル
ツ

と
シ
ャ
ー
ム
』
日
本
図
書
新
報
社
、
一
九
一
四
年
、
二
〇
二
―
七
頁
。

（
29
）
白
松
南
山
「
神
に
な
る
意
志
」、
二
七
二
頁
。

（
30
）
同
論
文
、
二
七
一
頁
。

（
31
）
同
論
文
、
二
七
三
頁
。

（
32
）
同
論
文
、
二
七
三
―
四
頁
。

（
33
）
自
伝
、
評
伝
の
ほ
か
、
近
年
の
宗
教
研
究
に
お
け
る
平
塚
に
対
す
る
言
及
も
参
照
の
こ
と
。
モ
ー
ル
・
ミ
シ
ェ
ル
「
平
塚
ら
い
て
う
が

見
た
近
代
の
宗
教
と
そ
の
評
価
」『
近
代
仏
教
』
一
二
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
、
二
〇
―
三
八
頁
。
水
谷
香
奈
「
平
塚
ら
い
て
う
と
仏

教
―
―
浄
土
問
題
へ
の
対
応
と
そ
の
思
想
的
背
景
―
―
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
七
巻
二
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
一
一
三
―
九
頁
。

（
34
）
平
塚
ら
い
て
う
『
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
平
塚
ら
い
て
う
自
伝
（
上
巻
）』
大
月
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
六
八
―
九
頁
。

（
35
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
平
塚
は
「
真
」
の
「
自
己
」
に
「
神
」
を
見
、
そ
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
「
自
己
」
の
解
放
で
あ
る
と
論
じ
て
い
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く
が
、
竹
内
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
そ
の
議
論
は
既
に
綱
島
が
か
な
り
詳
細
に
論
じ
て
い
た
内
容
で
あ
る
（
竹
内
前
掲
書
一
一
一
―
二

五
頁
）。
し
か
し
「
予
が
見
神
の
実
験
」
に
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
論
は
登
場
せ
ず
、
ま
た
平
塚
が
綱
島
の
「
自
己
」
論
に
触
れ
た
は
っ
き

り
と
し
た
形
跡
は
な
い
こ
と
か
ら
、
平
塚
が
自
ら
の
論
理
で
綱
島
と
近
似
し
た
思
想
に
到
達
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

「
予
が
見
神
の
実
験
」
が
収
め
ら
れ
た
『
病
閒
録
』
に
は
「
応
心
録
（�
自
己
�
の
実
在
、�
自
己
�
と
神
）」
と
い
う
題
で
「
自
己
」
を

論
じ
た
文
章
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
綱
島
は
「
吾
人
の
所
謂
�
自
己
�
は
、
実
に
一
切
の
意
識
に
内
在
す
る
と
共
に
そ
れ
以
上
若

し
く
は
以
奥
に
一
種
常
恒
の
自
性
を
保
て
る
厳
然
た
る
組
織
的
、
統
一
的
実
在
者
た
る
也
」
と
書
い
て
い
る
（
梁
川
会
編
『
梁
川
全
集
』

第
五
巻
、
春
秋
社
、
一
九
二
一
年
（
復
刻
版：

大
空
社
、
一
九
九
五
年
）、
二
三
六
頁
）。

（
36
）
釈
宗
演
『
禅
海
一
瀾
講
話
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
四
一
頁
。
引
用
に
用
い
た
本
書
は
『
禅
海
一
瀾
』
の
漢
文
と
訓
読
が
収
録
さ

れ
、
さ
ら
に
洪
川
の
弟
子
で
あ
り
釈
宗
活
の
師
匠
で
あ
る
釈
宗
演
が
こ
れ
を
講
話
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
37
）
平
塚
ら
い
て
う
『
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
平
塚
ら
い
て
う
自
伝
（
上
巻
）』、
一
七
一
頁
。

（
38
）
釈
宗
演
『
禅
海
一
瀾
講
話
』、
四
一
頁
。

（
39
）
同
書
、
四
八
二
―
九
三
頁
。

（
40
）
「
性
」
を
「
心
」
と
同
様
の
も
の
と
す
る
整
理
は
、
釈
宗
演
の
『
禅
海
一
瀾
』
講
釈
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。『
禅
海
一
瀾
』
の
例
言

に
「
此
の
編
、
事
已
む
を
獲
ず
、
箇
の
心
と
説
き
、
箇
の
性
と
説
く
」
と
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、「
我
が
禅
宗
の
見
解
に
依
る
と
、�
心
�

と
説
き
�
性
�
と
説
く
と
い
う
こ
と
は
、
最
早
第
二
義
門
と
し
て
あ
る
。〔
…
…
〕『
禅
海
一
瀾
』
の
中
に
は
万
々
已
む
こ
と
を
獲
ず
し

て
、
或
る
場
合
に
は
�
心
�
と
説
き
�
性
�
と
説
い
て
居
る
が
、〔
…
…
〕
は
や
大
変
な
失
敗
だ
。
け
れ
ど
も
人
の
為
に
は
已
む
こ
と
を

得
な
い
」（
同
書
、
五
四
頁
）
と
宗
演
は
説
明
す
る
。
儒
教
を
引
き
つ
つ
説
明
す
る
必
要
か
ら
「
心
」
と
「
性
」
を
分
け
て
書
い
て
い
る

が
、
禅
宗
に
お
い
て
は
「
性
」
と
「
心
」
を
分
け
る
こ
と
自
体
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
41
）
平
塚
ら
い
て
う
『
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
―
―
平
塚
ら
い
て
う
自
伝
（
上
巻
）』、
一
七
一
―
二
頁
。

（
42
）
釈
宗
活
は
臨
済
宗
の
僧
で
あ
る
。
十
二
世
紀
に
僧
栄
西
が
二
度
宋
に
渡
っ
て
日
本
へ
伝
え
た
臨
済
宗
は
、
与
え
ら
れ
た
公
案
を
解
く
こ
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と
を
通
じ
て
、「
見
性
」
つ
ま
り
仏
の
本
然
の
性
を
見
る
こ
と
を
目
指
す
禅
宗
で
あ
る
。
同
じ
禅
宗
で
も
、
坐
禅
を
通
じ
て
無
と
な
り
仏

の
境
地
を
目
指
す
曹
洞
宗
と
は
大
き
く
異
な
る
。
平
塚
の
「
禅
」
体
験
は
そ
の
当
初
か
ら
「
内
」
に
「
性
」
を
「
見
」
る
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
、
館
や
佐
々
木
ら
初
期
の
先
行
研
究
が
、「
禅
」
の
体
験
の
み
を
根
拠
に
「
無
我
」
を
平
塚
の
初
期
の
思
想
の
中
核
に
置
い
て
い
る

の
は
、
あ
ま
り
正
確
と
は
い
え
な
い
。
佐
々
木
は
後
に
、
平
塚
の
「
見
性
」、
そ
こ
で
平
塚
が
「
見
る
」
こ
と
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か

を
詳
し
く
論
じ
た
上
で
、
そ
の
時
期
の
平
塚
に
あ
っ
た
も
の
を
「
無
我
」
で
は
な
く
「
心
と
身
体
、
自
我
と
世
界
と
の
区
別
を
失
わ
せ
る

よ
う
な
圧
倒
的
�
過
剰
�」
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
佐
々
木
英
昭
『「
新
し
い
女
」
の
到
来
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、

一
二
〇
―
七
頁
。

（
43
）
平
塚
ら
い
て
う
「
四
月
の
評
論
二
、
三
」（
初
出：

『
青
鞜
』
二
巻
五
号
、
一
九
一
二
年
五
月
）『
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集

第
一
巻
』、

九
二
頁
。

（
44
）
同
論
文
、
九
三
頁
。

（
45
）
同
論
文
、
九
三
頁
。
平
塚
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
物
自
爾
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
は
カ
ン
ト
の“D

ing
an
sich”

（
物
自
体
）
の

訳
語
で
あ
り
、
人
間
の
経
験
上
か
ら
は
知
り
得
な
い
、
物
そ
の
も
の
の
こ
と
を
指
す
概
念
で
あ
る
。
一
九
〇
〇
年
に
姉
崎
正
治
が
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
訳
書
の
中
で
初
め
て
用
い
た
と
い
う
（「
シ
ヨ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
主
著
の
訳
述
」『
開
拓
者
』
五
巻
一
一
号
、
三
六
頁
）。

（
46
）
平
塚
ら
い
て
う
「
四
月
の
評
論
二
、
三
」、
九
三
―
四
頁
。

（
47
）
同
論
文
、
九
四
頁
。

（
48
）
同
論
文
、
九
四
―
五
頁
。

（
49
）
同
論
文
、
九
五
頁
。

（
50
）
岩
野
泡
鳴
「�
神
に
な
る
意
志
�
の
不
徹
底
」『
早
稲
田
文
学
』
八
〇
号
、
一
九
一
二
年
七
月
、
二
〇
六
頁
。

（
51
）
白
松
南
山
「
去
年
の
思
想
界
に
就
て
の
断
想
」（
初
出：

『
丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
一
二
五
号
、
一
九
一
三
年
一
月
）『
シ
ュ
ト
ル

ツ
と
シ
ャ
ー
ム
』、
二
三
三
―
五
頁
。
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（
52
）
森
鷗
外
訳
「
人
の
一
生
」（
初
出：

『
歌
舞
伎
』、
一
九
一
〇
年
）『
鷗
外
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一
三
五
―
二
四
〇
頁
。

（
53
）
金
子
筑
水
「
運
命
と
自
己
」『
中
央
公
論
』
二
七
巻
四
号
、
一
九
一
二
年
四
月
、
五
一
―
二
頁
。

（
54
）
同
論
文
、
五
二
頁
。

（
55
）
同
論
文
、
五
二
―
三
頁
。

（
56
）
平
塚
ら
い
て
う
「
四
月
の
評
論
二
、
三
」、
九
八
頁
。

（
57
）
同
論
文
、
九
八
―
九
頁
。

（
58
）
同
論
文
、
九
九
頁
。
大
正
期
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
ブ
ー
ム
は
一
九
一
三
―
一
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
（
宮
山
昌
治
「
純
粋
持
続
の
効

用
―
―
大
正
期
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
戦
争
―
―
」『
成
城
文
藝
』
一
六
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
―
二
一
頁
）、
平
塚
が
そ
れ
よ
り
早
い
時

期
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
の
同
時
代
の
日
本
に
お
け
る
意
義
を
、「
現
象
」
か
ら
「
自
己
」
の
「
創
造
」
へ
と
い
う
思
想
的
転
回
と
し
て

予
言
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
代
に
お
け
る
平
塚
の
先
見
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
59
）
平
塚
ら
い
て
う
「
諸
名
士
の
い
わ
ゆ
る
�
婦
人
問
題
�
に
つ
い
て
」（
初
出：

『
第
三
帝
国
』
一
巻
一
号
、
一
九
一
三
年
十
月
）『
平
塚

ら
い
て
う
著
作
集

第
一
巻
』、
二
六
一
―
二
頁
。

（
60
）
同
論
文
、
二
六
二
頁
。

（
61
）
同
論
文
、
二
六
三
頁
。

（
62
）
平
塚
ら
い
て
う
「
婦
人
の
生
活
を
重
ん
じ
な
い
社
会
」（
初
出：

『
青
鞜
』
四
巻
六
号
、
一
九
一
四
年
六
月
）『
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集

第
一
巻
』、
三
三
一
頁
。

（
63
）
同
論
文
、
三
三
二
頁
。

（
64
）
同
論
文
、
同
頁
。「
社
」
は
青
鞜
社
を
指
す
。

（
65
）
同
論
文
、
三
三
五
頁
。

（
66
）
平
塚
ら
い
て
う
「『
青
鞜
』
第
三
周
年
に
お
け
る
雑
感
」（
初
出：

「
最
近
の
感
想

第
三
周
年
に
際
し
て
」『
青
鞜
』
四
巻
九
号
、
一
九

平塚らいてうにおける「自己」概念の形成
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一
四
年
十
月
）『
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集

第
一
巻
』、
三
六
六
頁
。

（
67
）
平
塚
ら
い
て
う
「
元
始
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
」、
二
七
頁
。

（
68
）
平
塚
ら
い
て
う
「『
青
鞜
』
第
三
周
年
に
お
け
る
雑
感
」、
三
七
一
頁
。

（
69
）
同
論
文
、
三
七
一
―
二
頁
。

（
70
）
平
塚
ら
い
て
う
「
個
人
と
し
て
の
生
活
と
性
と
し
て
の
生
活
と
の
間
の
争
闘
に
就
い
て
（
野
枝
さ
ん
に
）」『
青
鞜
』
五
巻
八
号
、
一
九

一
五
年
八
月
。
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