
講

演

漢
学
か
ら
英
学
へ

近
代
日
本
の
文
化
史
的
方
向
転
換

平

川

祐

弘

平
川
祐
弘
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
懇
切
な
ご
紹
介
有
難
う
存
じ
ま
す
。
ま
た
伊
東
俊
太
郎
様
と
は
同
じ
東
大
駒
場
キ
ャ

ン
パ
ス
で
二
人
が
助
手
の
時
か
ら
伊
東
様
が
京
都
の
日
文
研
へ
移
ら
れ
る
ま
で
二
十
六
年
、
ず
っ
と
ご
一
緒
し
て
私
が

大
学
院
の
主
任
と
し
て
伊
東
様
を
送
る
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
は
麗
澤
大
学
で
編
ま
れ
た
伊
東
教
授
を
讃
え
る
文

集
に
も
再
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
嬉
し
く
懐
か
し
く
存
じ
ま
す
。
後
ほ
ど
の
伊

東
様
は
じ
め
皆
さ
ま
の
ご
質
問
を
楽
し
み
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
本
日
は
私
が
二
〇
〇
六
年
に
名
古
屋
大
学
出
版
会
か
ら
出
し
た
『
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク

中
村
正

直
と
『
西
国
立
志
編
』』
と
い
う
著
書
に
書
き
ま
し
た
こ
と
を
主
に
踏
ま
え
て
お
話
申
し
あ
げ
ま
す
が
、
一
度
活
字
に

し
た
こ
と
を
繰
返
す
だ
け
で
は
能
が
な
い
。
な
に
か
新
味
を
加
え
よ
う
か
と
考
え
ま
し
て
、
前
後
に
今
の
世
界
の
中
の

日
本
研
究
で
、
私
が
こ
れ
は
良
く
な
い
傾
向
だ
、
と
感
ず
る
こ
と
、
私
の
よ
う
な
学
問
的
立
場
の
者
か
ら
見
て
多
少
お

か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
感
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
ま
た
私
自
身
が
い
ま
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
学
問
的
に
位
置
す

る
か
、
と
い
う
点
と
お
の
ず
と
関
係
す
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
点
、
学
問

上
・
思
想
上
・
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
問
題
点
に
も
ふ
れ
て
、
こ
の
際
あ
わ
せ
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ



れ
で
私
自
身
の
し
て
き
た
学
問
や
著
書
に
ふ
れ
つ
つ
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
そ
の
前
後
の
部
分
は
で
す
ま
す

口
調
の
ま
ま
と
し
、
質
疑
応
答
の
雰
囲
気
も
再
現
し
よ
う
と
つ
と
め
ま
し
た
が
、
本
論
は
用
意
し
て
き
た
文
章
体
を
そ

の
ま
ま
生
か
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。）

私
の
書
き
ま
し
た
も
の
を
日
本
語
英
語
そ
ろ
え
て
講
演
会
場
後
方
に
い
ろ
い
ろ
並
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
前
に

カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
の
大
学
へ
行
き
ま
し
た
と
き
も
そ
の
よ
う
に
図
書
を
取
り
揃
え
て
歓
迎
さ
れ
、
私
の
母
校
の
東
大

よ
り
も
も
っ
と
ず
っ
と
き
ち
ん
と
私
の
図
書
が
揃
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
有
難
い
や
ら
恥
ず
か
し
い
や
ら
嬉
し
い
や

ら
の
気
持
が
し
、
学
者
を
迎
え
る
に
は
こ
う
い
う
歓
迎
の
仕
方
も
あ
る
の
か
と
感
心
い
た
し
ま
し
た
が
、
本
日
は
お
手

数
を
お
か
け
し
て
、
並
べ
て
い
た
だ
き
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
私
の
英
文
の
著
書
にJapan

’s
 
L
ove

H
ate

 
R
ela-

tion
sh
ip
 
w
ith

 
th
e
 
W
est

「
日
本
と
西
洋
と
の
愛
憎
関
係
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
のG

lo
b
a
l

 
O
rien

ta
l

社
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
出
ま
し
た
。
私
は
自
分
か
ら
申
す
の
も
妙
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
い
は
伊
東
さ
ん

も
ご
存
知
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
東
大
の
助
手
時
代
か
ら
毀
誉
褒
貶
の
き
わ
め
て
激
し
い
学
者
で
あ
り

ま
し
た
。
今
度
英
語
で
本
を
出
し
た
ら
外
国
人
の
書
評
の
毀
誉
褒
貶
は
さ
ら
に
激
し
く
な
り
ま
し
た
。

私
は
す
で
に
一
九
八
九
年
と
い
う
昔
にC

am
brid

ge H
istory of Japan

の
た
め
にJa

p
a
n
’s T

u
rn to th

e W
est

と
い
う
英
文
の
長
い
章
も
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
そ
のJapan

’s L
ove

H
ate R

elation
sh
ip w

ith th
e
 
W
est

の
中

に
あ
わ
せ
て
入
れ
て
お
き
ま
し
た
。
そ
の
章
が
実
は
本
日
の
お
話
の
主
題
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

Ja
p
a
n
’s T

u
rn to th

e W
est

を
具
体
的
に
体
現
し
た
一
人
物
に
つ
い
て
の
ち
ほ
ど
お
話
申
し
あ
げ
る
つ
も
り
な
の
で

あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
英
語
の
章
の
題
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。tu

rn to th
e rig

h
t

と
かtu

rn to th
e left

と

い
う
英
語
表
現
は
、
皆
様
ご
存
知
の
通
り
で
、
自
動
車
な
ど
を
運
転
す
る
際
「
右
へ
曲
る
」
と
か
「
左
へ
曲
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
明
治
維
新
を
文
化
史
的
に
定
義
し
て
「
日
本
が
目
を
西
洋
に
転
じ
た
時
」Ja

p
a
n
’s

 
T
u
rn
 
to
 
th
e W

est

と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
講
演
の
お
誘
い
を
い
た
だ
い
た
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
そ
の
章
を
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日
本
語
版
に
書
き
直
し
て
お
り
ま
し
た
。
多
分
二
〇
〇
九
年
に
は
名
著
刊
行
会
か
ら
書
物
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
で
本
席
で
も
そ
れ
に
つ
い
て
お
話
申
し
あ
げ
よ
う
と
そ
の
時
は
思
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
そ
の

Ja
p
a
n
’s T

u
rn to th

e W
est

の
日
本
語
の
題
に
苦
労
い
た
し
ま
し
て
、
名
著
刊
行
会
の
た
め
に
は
『
古
代
中
国
か
ら

近
代
西
洋
へ

明
治
日
本
に
お
け
る
文
明
モ
デ
ル
の
転
換
』
と
い
う
題
に
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
「
古
代
中

国
か
ら
近
代
西
洋
へ

明
治
日
本
に
お
け
る
文
明
モ
デ
ル
の
転
換
」
の
立
役
者
の
一
人
が
本
日
お
話
申
し
あ
げ
る
中

村
正
直
な
の
で
あ
り
ま
す
。
七
月
に
こ
の
講
演
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
は
『
漢
学
か
ら
英
学
へ

近
代
日
本
の

文
化
史
的
方
向
転
換
』
と
い
う
題
で
お
話
す
る
と
ご
返
事
い
た
し
ま
し
た
。

Ja
p
a
n
’s tu

rn to th
e W

est

と
い
う
題
の
含
意
は
、
遣
隋
使
以
来
、
目
を
中
国
大
陸
に
向
け
て
き
た
日
本
が
、
明

治
維
新
を
境
に
視
線
を
西
洋
に
転
じ
た
、
文
化
政
策
上
の
大
転
換
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
い
か
え
る
と
、
日
本
の
知

識
人
が
漢
籍
を
読
む
こ
と
を
や
め
、
英
語
を
は
じ
め
と
す
る
洋
書
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
、
幕
末
維
新
の
方
向
転
換
の

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
最
大
の
立
役
者
は
脱
亜
入
欧
の
福
沢
諭
吉
と
洋
学
者
に
転
じ
た
漢
学
者
中
村
正
直
の
二
人

な
の
で
す
。
幸
田
露
伴
に
い
わ
せ
る
と
明
治
初
年
は
福
沢
よ
り
も
中
村
の
方
が
尊
敬
も
さ
れ
も
し
影
響
も
強
か
っ
た
、

由
で
あ
り
ま
す
。
中
村
は
福
沢
よ
り
三
歳
年
上
で
一
八
三
二
年
に
生
ま
れ
一
八
九
一
年
、
明
治
二
十
四
年
に
死
に
ま
し

た
。
た
だ
し
そ
の
主
著
が
『
西
国
立
志
編
』
と
『
自
由
之
理
』
と
い
う
翻
訳
書
で
あ
り
ま
し
た
た
め
に
後
世
の
研
究
者

の
注
目
す
る
度
合
い
が
福
沢
に
比
べ
よ
ほ
ど
下
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
私
は
日
本
が
古
い
ア
ジ
ア
の
旧
套
を
脱
し
て
西
欧
の
近
代
に
は
い
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
ま
こ
と
に
健
全
な

こ
と
で
あ
り
、
肯
定
す
る
立
場
に
あ
り
ま
す
が
、
単
純
に
漢
学
者
よ
り
洋
学
者
を
良
し
と
す
る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
一
身
二
生
を
送
っ
た
二
本
足
の
学
者
を
良
し
と
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
日
本
人
の
第
一
外
国
語
が

「
脱
漢
入
英
」
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
脱
亜
入
欧
」
の
動
き
は
不
可
避
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
戦
後
の
日

本
左
翼
の
歴
史
学
者
の
中
に
は
福
沢
の
「
脱
亜
入
欧
」
の
主
張
が
日
本
人
に
ア
ジ
ア
蔑
視
の
観
念
を
植
え
込
ん
だ
と
し

て
、
そ
の
福
沢
を
非
難
す
る
の
が
流
行
と
な
り
ま
し
た
が
、
日
本
人
の
第
一
外
国
語
が
漢
文
か
ら
英
語
に
変
わ
っ
た
と

漢学から英学へ



い
う
こ
と
は
客
観
的
な
歴
史
的
事
実
で
あ
り
ま
し
て
、
価
値
論
的
に
判
断
す
る
だ
け
で
は
十
分
に
歴
史
観
察
が
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
感
じ
ま
す
。「
脱
亜
入
欧
」
を
非
難
な
さ
る
方
に
日
本
人
の
第
一
外
国
語
の
問
題
と
し
て

「
脱
漢
入
英
」
と
申
す
と
、
こ
れ
は
客
観
的
な
文
化
史
的
事
実
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ま
目
を
吊
り
上
げ
て
お
怒
り

に
な
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
第
一
外
国
語
の
変
化
は
長
い
目
で
見
ま
す
と
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
儒
教
倫
理
か
ら
日

本
人
が
次
第
に
離
れ
出
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
、
道
徳
科
学
研
究
所
に
関
係
の
皆
様
に
は
そ
の
辺
が
非
常
な
ご

関
心
事
で
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
日
本
史
執
筆
に
際
し
、
も
と
も
と
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
日
本
史
の
ジ
ャ
ン
セ
ン
教
授
が

考
え
た
英
文
の
題
で
あ
り
ま
し
たJapan

’s T
u
rn to th

e W
est

の
適
訳
に
私
は
窮
し
ま
し
た
。
東
大
史
料
編
纂
所
の

金
井
円
教
授
は
「
日
本
の
西
洋
へ
の
傾
斜
」
と
い
う
訳
を
提
案
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
文
明
史
的
な
「
日
本

が
目
を
西
洋
に
向
け
た
」
と
い
う
方
向
転
換
が
は
っ
き
り
伝
わ
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
来
年
に
名
著
出
版
会

か
ら
出
す
そ
の
本
の
日
本
語
版
の
標
題
と
し
て
は
内
容
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
『
古
代
中
国
か
ら
近
代
西
洋
へ

明

治
日
本
に
お
け
る
文
明
モ
デ
ル
の
転
換
』
を
用
い
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
で
は
な
ぜ
中
村
正
直
を
話
題
の
中
心
に

選
ん
だ
か
、
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
中
村
は
幕
末
期
の
日
本
で
昌
平
黌
の
お
儒
者
、
す
な
わ
ち
筆
頭
教
授
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
は
一
八
六
〇
年
代
の
日
本
で
最
高
の
儒
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
村
正
直
は
明
治
初
年
に
福
沢
諭
吉
と
並
び
称
さ
れ
た
ほ
ど
の
啓
蒙
思
想
家
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
こ
の
幕
臣
は

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
へ
一
八
六
六
年
と
い
う
明
治
維
新
に
先
立
つ
二
年
前
に
渡
航
し
て
西
洋
民
主
主
義
を
発
見

し
た
。
そ
れ
で
立
憲
君
主
制
と
い
う
君
主
の
権
力
の
制
限
を
考
え
た
。
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
を
よ
く
学
ん
で
日
本
に
紹

介
し
た
。
そ
れ
か
ら
資
本
主
義
社
会
を
支
え
る
倫
理
と
は
一
体
何
か
を
学
ん
だ
。
そ
れ
が
『
西
国
立
志
編
』
の
翻
訳
と

な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
村
と
い
う
当
代
き
っ
て
の
俊
秀
が
「
洋
学
に
転
じ
た
漢
学
者
」
と
し
て
帰
国
し
て
成
し
遂
げ

た
事
業
の
文
化
史
的
意
味
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
一
八
六
〇
年
代
の
中
国
で
も
朝
鮮
で
も

儒
者
が
西
洋
に
行
く
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
考
え
難
い
が
、
儒
者
が
洋
学
者
に
な
る
こ
と
な
ど
お
よ
そ
あ
り
得
な
か
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っ
た
、
と
い
う
感
想
を
大
陸
で
も
台
湾
で
も
韓
国
で
も
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
な
ぜ
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起

り
え
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
は
じ
め
に
巨
視
的
に
歴
史
を
眺
め
ま
す
。

ア
ジ
ア
に
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
地
域
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
漢
字
文
化
圏
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
仏
教
も
漢

訳
仏
典
を
介
し
て
ひ
ろ
が
っ
た
東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
儒
教
も
ひ
ろ
ま
り
ま
し
た
。
中
国
・

朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
は
儒
教
の
古
典
を
中
心
に
科
挙
の
試
験
で
官
吏
を
採
用
し
た
。
西
洋
人
か
ら
見
る
と
日
本
人
や

中
国
人
は
外
見
だ
け
で
は
な
か
な
か
区
別
が
つ
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
き
わ
め
て
あ
い
似
て
い
る
か
に
見
え
た
国
の

中
で
日
本
が
明
治
維
新
以
後
近
代
国
家
と
し
て
大
躍
進
を
と
げ
た
。
一
九
六
〇
年
代
は
な
ぜ
日
本
だ
け
が
、
と
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
ま
ず
儒
教
文
化
圏
の
国
々
が
テ
イ
ク
・
オ
フ
し
次
々
に
産
業
化
が
始
ま
り
ま
し
た
か

ら
、
こ
の
日
本
だ
け
を
特
別
視
す
る
見
方
の
近
代
化
論
は
多
少
影
が
薄
く
な
り
ま
し
た
。

さ
て
日
本
の
学
者
を
西
洋
学
者
と
東
洋
学
者
に
二
大
別
す
る
と
、
覚
え
た
西
洋
語
の
単
語
の
数
か
ら
い
う
と
私
は
断

然
西
洋
学
者
な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
韓
国
に
も
大
陸
中
国
に
も
台
湾
に
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
も
頻
々
と
出
か
け
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
で
東
ア
ジ
ア
の
知
識
青
年
と
つ
き
あ
う
機
会
も
よ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
第
一
に
帝
国

主
義
国
家
で
あ
っ
た
日
本
に
対
す
る
警
戒
感
や
敵
意
も
強
い
。
し
か
し
第
二
に
明
治
維
新
以
来
の
日
本
の
近
代
国
家
の

建
設
と
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
継
続
で
あ
る
戦
後
の
日
本
の
経
済
復
興
に
対
す
る
讃
嘆
の
念
も
強
い
。
一
七
八
九
年
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
で
し
た
。
そ
の
百
年
後
の
一
八
八
九
年
は
明
治
二
十
二
年
で
明
治
憲
法
が
発
布
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ま

た
百
年
後
が
一
九
八
九
年
で
平
成
元
年
で
す
が
、
そ
の
年
の
六
月
四
日
が
天
安
門
事
件
で
す
。
そ
の
前
後
に
教
え
た
中

国
の
学
生
は
日
本
と
中
国
の
差
を
強
烈
に
感
じ
ま
し
た
か
ら
、
日
本
で
博
士
号
を
取
っ
た
人
は
中
国
へ
帰
る
よ
り
も
日

本
に
残
る
こ
と
を
希
望
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
近
ご
ろ
は
中
国
も
経
済
成
長
で
皆
さ
ん
自
信
を
回
復
し
ま
し
た
か
ら
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
発
言
を
す
る
留
学
生
、
中
華
思
想
に
と
ら
わ
れ
る
中
国
人
も
ふ
え
ま
し
た
が
。
そ
れ
で
少
し
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前
ま
で
は
、
同
じ
東
ア
ジ
ア
の
国
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
日
本
と
中
国
が
か
く
も
異
な
る
発
展
の
仕
方
を
し
た
か
、
と

い
う
こ
と
が
各
国
の
学
者
の
関
心
の
的
と
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
近
代
化
論
が
そ
れ
で
盛
ん
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。た

だ
し
そ
れ
は
国
外
の
話
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
国
内
で
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
が
猛
威
を
ふ
る
い
ま
し
た
。
政
治
勢
力

と
し
て
の
共
産
党
の
議
席
は
多
く
な
か
っ
た
が
歴
史
学
科
の
内
部
で
は
唯
物
史
観
が
主
流
で
し
た
。
こ
こ
で
た
い
へ
ん

個
人
的
な
体
験
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
私
は
昭
和
二
十
三
年
に
旧
制
の
一
高
に
は
い
り
ま
し
た
。
全
寮
制
で
し
た
。
中
寮

十
六
番
と
い
う
部
屋
に
は
い
っ
た
ら
、
社
会
科
学
研
究
会
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
社
会
科
学
研
究
会
と
い
う
の
は
面

の
看
板
で
あ
り
ま
し
て
、
正
体
は
共
産
党
細
胞
み
た
い
な
部
屋
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
竹
山
道
雄
先
生
い
う
と
こ
ろ
の

一
高
の
「
モ
ス
ク
ワ
横
町
」
の
住
人
に
そ
れ
と
知
ら
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
社
会
科
学
研
究
会
は

大
世
帯
で
二
つ
部
屋
を
持
ち
隣
に
は
ソ
連
研
究
会
と
か
少
し
先
に
は
中
国
研
究
会
な
ど
が
あ
り
、
私
は
上
田
建
二
郎
と

同
室
だ
っ
た
。
後
の
共
産
党
の
委
員
長
の
不
破
哲
三
で
す
。
そ
こ
の
部
屋
の
雰
囲
気
は
社
会
科
学
研
究
と
い
う
の
は
す

な
わ
ち
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
研
究
、
そ
の
部
屋
で
は
暴
力
革
命
の
必
然
性
を
説
き
、
社
会
主
義
の
優
越
を
説
き
、
私
は
ほ
と

ん
ど
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
デ
モ
が
あ
れ
ば
何
人
か
の
人
は
必
ず
デ
モ
に
行
く
。
部
屋
に
は
志
賀
義
雄
が
来
る
。
壁
に

は
毛
沢
東
の
言
葉
が
墨
で
書
い
て
あ
る
「
情
熱
は
湿
れ
る
松
明
の
如
く
燃
や
せ
」
な
ど
と
い
う
の
は
今
で
も
覚
え
て
い

ま
す
。
寮
歌
は
「
赤
光
る
星
」
と
い
う
く
だ
り
を
と
く
に
力
を
こ
め
て
歌
う
。
皇
居
前
広
場
に
行
く
と
そ
こ
で
は
野
坂

参
三
が
演
説
し
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
世
界
の
六
分
の
一
は
社
会
主
義
に
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
中
華

人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
世
界
の
三
分
の
一
は
社
会
主
義
に
な
っ
た
。
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
間
に
日
本

も
必
ず
共
産
党
の
天
下
に
な
る
。
早
く
党
に
は
い
れ
、
な
ど
と
上
級
生
が
い
っ
て
い
る
が
、
私
は
河
合
栄
治
郎
な
ど
を

読
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
反
動
と
呼
ば
れ
る
。
寮
と
い
う
と
こ
ろ
は
洗
脳
機
関
と
し
て
は
き
わ
め
て
有
効
な
場
所
で

す
か
ら
、
こ
ち
ら
に
相
当
強
烈
な
自
我
が
あ
っ
て
も
朱
に
ま
じ
わ
れ
ば
赤
く
な
り
ま
す
。
私
た
ち
の
学
年
は
一
年
き
り

で
旧
制
高
校
が
廃
止
さ
れ
、
寮
を
出
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
入
党
し
た
人
は
多
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
寮
の
そ
の
部
屋
を
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出
た
時
は
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。
そ
の
部
屋
で
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
マ
ル
ク
ス
を
読
ま
さ
れ
る
。『
価
値
・
価
格
及
び
利

潤
』
と
い
う
の
を
読
み
出
し
た
時
に
私
が
若
い
の
に
質
問
し
た
。
そ
し
た
ら
チ
ュ
ー
タ
ー
と
称
す
る
上
級
生
が
答
え
ら

れ
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
高
飛
車
に
「
マ
ル
ク
ス
が
間
違
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
そ
の
時
こ
れ

は
科
学
的
社
会
主
義
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
科
学
的
な
も
の
か
、
一
種
の
新
興
宗
教
の
団
体
だ
な
、
と
私
は
信
者
の

中
に
い
る
異
教
徒
の
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
中
学
以
来
の
友
人
に
共
産
党
に
入
党
し
後
に
除
名
さ
れ
、
あ

た
ら
秀
才
が
人
生
を
棒
に
振
っ
た
と
い
う
感
じ
の
者
が
い
て
、
早
く
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
友
人
の
日
記
に
「
平

川
は
社
会
科
学
研
究
会
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
皆
に
逆
ら
う
よ
う
な
質
問
を
よ
く
あ
れ
だ
け
で
き
る
も
の
だ
」
と
け
な
し

た
の
か
褒
め
た
の
か
書
い
て
あ
っ
た
。
な
ん
だ
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
が
、
そ
う
だ
っ

た
の
か
、
と
後
で
思
い
ま
し
た
。
私
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
坊
ち
ゃ
ん
で
、
外
国
語
の
勉
強
ば
か
り
し
て
い
て
変
な
質
問
を

す
る
少
年
、
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
き
な
り
手
を
握
ら
れ
て
「
お
前
の
手
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
で
は
な
い

な
」
な
ど
と
酔
っ
払
っ
て
か
ら
ま
れ
ま
し
た
。

な
に
し
ろ
当
時
は
歴
史
に
は
発
展
段
階
が
あ
り
、
法
則
性
を
も
っ
て
進
歩
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
福
沢
諭

吉
も
『
文
明
論
之
概
略
』
で
野
蛮
・
半
開
・
文
明
と
述
べ
て
い
る
し
、
福
沢
が
模
範
と
し
た
西
洋
の
歴
史
家
・
歴
史
哲

学
者
の
多
く
が
進
歩
の
思
想
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
か
ら
人
間
個
人
に
発
達
の
法
則
が
あ
る
よ
う
に
国
民
全
体
に
発
達

の
法
則
が
あ
る
と
多
く
の
人
が
思
っ
た
の
は
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
洋
の
歴
史
の
発
展
は
日
本
も
後
追
い
す
る
と
歴

史
が
単
線
的
に
発
展
す
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
労
農
派
は
そ
の
歴
史
法
則
を
あ
て
は
め
て
明
治
維
新
は
一
種
の
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
革
命
だ
と
い
い
、
講
座
派
は
日
本
資
本
主
義
の
発
達
に
お
け
る
封
建
遺
制
の
残
存
を
強
調
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
文

学
科
へ
行
っ
た
連
中
は
日
本
は
市
民
革
命
を
体
験
し
て
い
な
い
か
ら
前
近
代
的
だ
と
か
い
っ
た
。
日
本
の
過
去
も
現
在

も
否
定
的
価
値
し
か
な
く
て
、
当
時
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
に
せ
よ
、
封
建
的
か
、
絶
対
主
義
的
か
、
資
本
主
義
的
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
体
制
も
農
民
と
労
働
者
の
搾
取
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
た
。
歴
史
も
経
済
の
観
点

か
ら
解
釈
し
て
、
徳
川
体
制
も
明
治
体
制
も
、
両
方
と
も
否
定
的
に
と
ら
え
る
価
値
判
断
を
下
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
敗
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戦
後
の
日
本
は
駄
目
だ
、
日
本
は
駄
目
だ
と
い
う
挫
折
感
に
よ
く
マ
ッ
チ
し
た
見
方
で
し
た
。

し
か
し
当
時
の
私
は
唯
物
史
観
の
学
者
の
書
く
文
章
が
馴
染
め
な
く
て
反
撥
を
覚
え
ま
し
た
。
社
会
経
済
史
は
御
免

蒙
っ
て
文
化
史
に
興
味
と
い
う
か
救
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
一
国
文
化
史
で
な
く
て
西
洋
文
明
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
リ
ス

ポ
ン
ス
す
る
日
本
、
西
洋
を
学
ん
で
日
本
に
近
代
文
化
を
作
っ
た
鷗
外
や
漱
石
に
関
心
が
あ
っ
た
。
生
意
気
な
話
で
す

が
鷗
外
や
漱
石
が
私
の
ロ
ー
ル
・
モ
デ
ル
だ
と
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
私
の
こ
と
を
「
将
来
大
学
の
教

授
に
で
も
な
ろ
う
な
ど
と
思
っ
て
い
る
人
間
は
革
命
の
暁
に
は
死
刑
だ
」
な
ど
と
脅
す
の
が
い
て
、
小
野
二
郎
と
い
い

ま
し
た
が
、
も
っ
と
も
そ
の
本
人
も
後
に
大
学
教
授
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
暴
力
革
命
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ

て
い
た
間
は
、
共
産
主
義
の
悪
口
は
お
お
っ
ぴ
ら
に
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
の
よ
う
な
存
在
は
戦
前
戦
後
を
問
わ
ず
価
値
が
あ
る
、
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
に
日
本
の
過
去
に
も
未
来
に
連
な
る
貴
重
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
ら
れ
る
国
民
は
私
は
幸
福
だ
と
感
じ
ま

す
。
ド
イ
ツ
人
の
悲
惨
は
敗
戦
後
は
ド
イ
ツ
文
化
に
自
信
を
失
い
ゲ
ー
テ
を
尊
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
感

じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
歴
史
を
一
国
単
位
の
単
線
史
観
で
見
る
の
で
な
く
て
優
越
し

た
文
明
の
挑
戦
に
対
す
る
後
発
国
の
応
戦
と
い
う
角
度
か
ら
も
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
文
明
と
文

明
の
関
係
を
専
門
に
研
究
す
る
よ
う
な
学
問
は
個
人
の
頭
で
は
考
え
る
こ
と
は
出
来
ま
す
が
、
大
学
の
学
問
世
界
で
は

な
か
な
か
市
民
権
を
持
ち
得
な
い
。
伊
東
先
生
は
科
学
史
科
学
哲
学
と
い
う
場
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た
か
ら
文
明
史
観
に

も
し
き
り
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
比
較
文
学
比
較
文
化
の
大
学
院
で
仕
事
を
し
た
の
で
主
に
文
学
者
を
対
象
に
し

て
文
化
と
文
化
の
交
わ
る
接
点
を
多
く
と
り
あ
げ
て
研
究
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
最
初
の
内
は
日
本
の
比
較
文
学
研

究
と
い
う
の
は
日
本
の
作
家
思
想
家
が
西
洋
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
、
と
い
う
影
響
・
被
影
響
の
研
究
が

も
っ
ぱ
ら
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
森
鷗
外
が
西
洋
の
文
学
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
し
た
か
、
上
田
敏
が
西
洋
の
詩
を

『
海
潮
音
』
に
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
か
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
研
究
分
野
が
拡
大
し
て
、
日
本
人
の
外
国
体
験
の
調
査
に

も
手
を
広
げ
始
め
た
。
私
の
先
生
は
島
田
謹
二
と
い
う
方
で
『
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
廣
瀬
武
夫
』
と
い
う
著
書
で
日
本
の

モラロジー研究 No.62,2008



比
較
研
究
者
と
し
て
学
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
島
田
先
生
の
ご
本
の
刺
戟
を

受
け
た
日
本
の
作
家
は
司
馬
遼
太
郎
で
『
坂
の
上
の
雲
』
は
明
治
日
本
を
肯
定
す
る
国
民
文
学
と
な
り
ま
し
た
。
私
は

『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
が
博
士
論
文
で
、
こ
れ
は
寿
命
の
長
い
本
で
、
一
昨
年
も
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
ま
た
出

版
さ
れ
ま
し
た
が
、
森
鷗
外
を
中
心
に
日
本
に
お
け
る
西
学
東
漸
の
明
治
を
肯
定
的
に
見
て
い
ま
す
か
ら
、
中
野
重
治

氏
の
激
怒
を
買
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
私
は
純
粋
に
文
学
の
研
究
で
な
く
て
、
詩
や
文
学
作
品
を
材
料
に
し
て
国
際
文
化
関
係
論
、
英
語
で
い
う
と

in
tercu

ltu
ra
l rela

tio
n
s

と
で
も
い
う
べ
き
仕
事
が
自
分
の
分
野
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伊
東
さ
ん
と
同

じ
で
私
も
外
国
語
に
非
常
な
関
心
が
あ
っ
て
、
複
数
の
外
国
語
を
知
り
複
数
の
国
に
長
く
滞
在
し
て
い
る
か
ら
、
お
の

ず
か
ら
比
較
が
で
き
る
。
外
国
語
と
母
国
語
を
結
ぶ
と
、
知
識
が
ば
ら
ば
ら
の
点
で
な
く
線
と
な
る
。
そ
れ
に
第
二
外

国
語
が
加
わ
る
と
、
知
識
は
面
と
な
り
、
遠
近
感
覚
が
つ
い
て
く
る
。
さ
ら
に
加
わ
る
と
、
見
方
が
立
体
的
に
な
り
、

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
く
る
。
す
く
な
く
と
も
特
定
国
へ
の
一
辺
倒
は
し
な
く
な
る
。
文
化
の
三
点
測
量
が
可
能
に
な

る
。
歴
史
が
立
体
的
に
見
え
て
く
る
と
、
特
定
の
理
論
と
か
特
定
の
イ
ズ
ム
を
借
り
て
き
て
そ
れ
を
当
て
は
め
て
論
文

を
書
く
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
し
な
く
て
済
む
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
私
は
理
論
を
借
り
て
こ
な
か
っ
た
。
私

は
戦
争
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
英
才
教
育
特
別
科
学
組
に
選
抜
さ
れ
て
理
科
教
育
ば
か
り
受
け
て
い
た
の
で
、
伊
東
さ

ん
と
知
り
あ
っ
た
最
初
か
ら
「
平
川
さ
ん
は
理
科
的
で
す
ね
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
理
科
的
だ
か
ら
逆
に
理
論
信
奉

は
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
従
来
の
通
念
を
破
る
よ
う
な
結
論
を
は
っ
き
り
と
わ
か
る
よ
う
に
実
証

的
に
書
い
て
き
ま
し
た
。
三
十
代
の
末
か
ら
は
目
の
前
に
次
々
と
面
白
い
問
題
が
目
に
見
え
て
き
た
か
ら
、
論
文
を
書

く
の
が
面
白
く
て
堪
ら
な
く
な
っ
て
そ
れ
を
調
べ
書
い
て
本
に
ま
と
め
て
外
国
で
も
発
表
し
て
い
る
う
ち
に
七
十
六
歳

に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
感
じ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
大
学
院
の
教
授
と
し
て
も
学
生
の
主
体
的
意
志
を
尊
重
し

て
研
究
の
主
題
と
か
方
法
論
を
押
し
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
一
切
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
居
宣
長
が
『
初
山
踏
』
に
書

い
た
教
え
は
学
問
を
始
め
る
人
に
も
教
え
る
人
に
も
大
切
な
良
い
教
え
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
私
の
比
較
研
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究
者
と
し
て
の
方
法
論
と
も
い
え
ぬ
方
法
論
的
反
省
を
一
応
述
べ
ま
し
た
。
で
は
本
論
に
入
り
ま
す
。

中
国
と
異
な
る
日
本
文
化
の
特
色
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
は
平
安
朝
の
昔
に
は
女
性
文
化
が
た
い
へ
ん
栄
え

た
。『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
、
千
年
前
の
日
本
人
の
心
理
が
こ
れ
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
驚
嘆
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
男
と
女
の
心
理
は
昔
も
今
も
変
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
世
界
的
に
評

価
さ
れ
る
日
本
人
を
一
人
選
べ
と
い
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
は
『
源
氏
』
の
作
者
紫
式
部
と
い
う
女
で
あ
っ
て
日
本
の
男
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
そ
れ
だ
け
活
動
し
た
日
本
の
女
性
の
和
文
の
文
化
は
、
で
は
な
ぜ
衰
え
た
の
か
。
そ
れ
は

日
本
が
武
家
が
支
配
す
る
社
会
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
に
漢
文
の
文
化
が
伝
わ
っ

て
、
と
く
に
徳
川
時
代
に
は
儒
教
が
ひ
ろ
ま
っ
て
、
そ
れ
が
学
問
世
界
の
主
導
権
を
握
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
孔
子

の
教
え
は
男
性
中
心
主
義
で
あ
っ
た
。『
論
語
』
の
中
に
、

子
曰
く
、
た
だ
女
子
と
小
人
と
は
養
ひ
難
し
。
こ
れ
を
近
づ
く
れ
ば
則
ち
不
遜
、
こ
れ
を
遠
ざ
く
れ
ば
則
ち
怨

む
と
あ
る
。
貝
塚
茂
樹
は
「
世
界
の
名
著
」
で
孔
子
を
弁
護
し
て
、
こ
の
女
子
と
小
人
と
は
使
用
人
を
さ
し
、
女
性
一

般
で
は
な
い
、
と
釈
明
し
た
。
し
か
し
女
と
い
う
の
は
大
事
に
し
て
や
れ
ば
つ
け
上
る
し
、
距
離
を
お
い
て
遠
ざ
け
る

と
怨
む
、
と
い
う
観
察
に
サ
イ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
真
理
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
本
当
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
、

と
世
間
が
感
じ
た
か
ら
こ
そ
『
論
語
』
は
広
く
尊
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
東
ア
ジ
ア
で
は
清
朝
の
中
国
も
そ
の
周
辺
の
ベ
ト
ナ
ム
も
朝
鮮
も
日
本
も
、
孔
子
の
教
え
を
尊
ぶ
儒
教
が

何
百
年
も
の
間
、
学
問
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
知
的
世
界
の
共
通
の
言
葉
は
漢
文
で
あ
っ
た
。
徳
川
日
本
の
学
問
の

中
心
は
江
戸
お
茶
の
水
に
あ
る
昌
平
黌
で
、
そ
こ
で
は
漢
文
に
よ
る
学
問
、
漢
学
と
か
儒
学
と
か
呼
ば
れ
る
学
問
が
教
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え
ら
れ
て
い
た
。

中
村
正
直
は
私
よ
り
ほ
ぼ
一
世
紀
前
の
人
で
あ
る
。
一
八
三
二
年
に
生
ま
れ
、
そ
の
昌
平
黌
で
学
び
、
成
績
優
秀
で

抜
擢
さ
れ
母
校
の
昌
平
黌
の
首
席
教
授
と
な
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
幕
末
期
の
日
本
で
一
番
優
秀
な
漢
学
者
と
み
な
さ

れ
た
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
昔
も
今
も
真
に
優
秀
な
学
者
の
あ
る
者
は
自
分
の
専
門
だ
け
に
跼
蹐
し
な
い
。
ペ
リ
ー
来

航
の
国
難
に
際
会
し
、
中
村
は
漢
文
の
み
か
ひ
そ
か
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
、
つ
い
で
英
語
も
勉
強
し
た
。
そ
し
て
一

八
六
六
年
、
徳
川
幕
府
が
初
め
て
留
学
生
を
イ
ギ
リ
ス
に
送
り
出
す
時
、
志
願
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
渡
っ
た
。
世
間
は
長

い
間
中
村
は
ロ
ン
ド
ン
へ
渡
り
理
工
系
の
勉
強
を
す
る
予
定
の
十
二
名
の
二
十
歳
前
後
の
青
年
た
ち
の
徳
育
面
で
の
監

督
と
し
て
選
ば
れ
た
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
中
村
家
の
仏
壇
か
ら
中
村
の
西
洋
渡
航
願
い

の
文
章
が
昭
和
四
十
年
代
に
出
て
来
て
判
明
し
た
。
中
村
は
、
年
少
の
留
学
生
た
ち
は
西
洋
文
明
の
形
而
下
の
理
工
系

の
学
問
を
学
び
に
行
く
が
、
そ
の
若
者
た
ち
と
違
っ
て
自
分
は
西
洋
文
明
の
精
神
面
を
研
究
し
た
い
、
と
申
し
出
て
、

そ
の
願
い
が
幕
府
当
局
に
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
村
が
尊
敬
し
た
佐
久
間
象
山
は
「
東
洋
道
徳
西
洋
芸
術
」
す
な

わ
ち
、
東
洋
は
道
徳
が
す
ぐ
れ
西
洋
は
技
術
が
す
ぐ
れ
る
、
と
言
っ
た
が
、
中
村
は
、
西
洋
は
形
而
下
の
実
学
の
面
だ

け
で
な
く
、
政
治
と
か
道
徳
と
か
の
面
で
も
東
洋
よ
り
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
予
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
佐
久
間
の
「
東
洋
道
徳
西
洋
芸
術
」
を
別
の
言
い
方
で
述
べ
た
の
が
「
和
魂
洋
才
」
で
、
日
本
人
は
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
文
化
史
的
方
向
転
換
を
し
や
す
か
っ
た
か
と
い
う
と
千
年
前
に
「
和
魂
漢
才
」
と
い
う
外
来
文
化
摂
取
の
方
式
が

す
で
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
乙
女
」
の
巻
に
出
て
来
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
文
明
は
海
外
か
ら

渡
っ
て
く
る
。
し
か
し
中
国
の
人
に
と
っ
て
文
明
は
自
国
の
過
去
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。
日
本
人
は
漢
文
を
捨
て
て
英

文
を
学
ぶ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
が
な
い
け
れ
ど
も
中
国
人
は
漢
文
を
捨
て
た
ら
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
中
国
人
は
外
国
文
化
摂
取
に
つ
い
て
の
歴
史
的
記
憶
が
稀
薄
で
ロ
ー
ル
・
モ
デ
ル
が
極
め
て
少
な

か
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
で
中
村
は
何
を
学
ん
だ
か
。
中
村
は
帰
国
報
告
に
こ
う
書
い
て
い
る
。
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余
尚
ホ
記
憶
ス
、
童
子
ノ
時
、
清
英
兵
ヲ
交
ヘ
、
シ
バ
シ
バ
大
イ
ニ
捷か
チ
、
其
ノ
國
ニ
女
王
有
リ
。
維
多
利
亜

ヴ
イ
ク
ト
リ
ア

ト
曰い
フ
ト
。
即
チ
驚
キ
テ
曰
ク
、
眇
呼
べ
う
こ

タ
ル
島たうけう
、
女
豪
傑
ヲ
出
ス
。
ス
ナ
ハ
チ
シ
カ
リ
、
堂
々
タ
ル
満
清
、
反

ツ
テ
一
箇
ノ
男
児
無
キ
ヤ
ト
。
後
ニ
『
海
国
図
志
』
ヲ
読
ム
。
曰
フ
有
リ
、
英
ノ
俗
貪どん
ニ
シ
テ
悍かん
、
奢しや
ヲ
尚たつとビ
酒

ヲ
嗜
ム
、
タ
ダ
技
芸
霊
巧
ト
。
当
時
謂おもひ
テ
信
然
ト
ナ
ス
。
前
年
英
都
ニ
遊
ビ
留
マ
ル
コ
ト
二
載
、
徐
おもむろニ

其
ノ
政

俗
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
以
テ
其
然
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
。
今
ノ
女
王
ハ
尋
常
ノ
老
婆
、
飴
ヲ
含
ン
デ
孫
ヲ
弄ろう
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ

ル
ノ
ミ
。
而
シ
テ
百ひやく
姓せい
ノ
議
会
、
権
最
モ
重
シ
。
諸
侯
ノ
議
会
コ
レ
ニ
ツ
グ
。

中
村
は
『
海
国
図
志
』
の
著
者
魏ぎ
源げん
の
西
洋
認
識
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
判
断
し
た
。
中
村
は
西
洋
起
源
の
「
百
姓

ノ
議
会
、
権
最
モ
重
シ
」
と
す
る
議
会
制
民
主
主
義
の
価
値
を
認
め
た
東
ア
ジ
ア
で
最
初
の
人
で
あ
る
。
ま
た
民
主
主

義
は
社
会
を
構
成
す
る
個
人
個
人
の
価
値
の
集
大
成
で
あ
っ
て
、
上
に
皇
帝
と
か
主
席
と
か
総
書
記
と
か
に
偉
い
人
が

い
れ
ば
良
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
逆
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
上
に
偉
い
人
が
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
下
の
人
民
は
悲
惨
な
目
に
あ
う
。
だ
か
ら
専
制
君
主
や
独
裁
者
の
恣
意
を
い
か
に
し
て
制
限
す
る
か
、
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
民
の
自
由
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ミ
ル
の
考
え
方
を
中
村
は
日
本
に
紹
介
し
た
。
中
村

の
政
治
思
想
家
と
し
て
の
功
績
は
ミ
ル
のO

n
 
L
iberty

『
自
由
之
理
』
を
平
易
に
翻
訳
紹
介
し
て
日
本
に
立
憲
君
主

制
の
道
を
開
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
の
引
用
の
「
論
ニ
曰
ク
」
の
論
と
は
ミ
ル
の
論
で
あ
る
。

論
ニ
曰
ク
、
国
ニ
自
主
ノ
権
有
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
、
人
民
ニ
自
主
ノ
権
有
ル
ニ
由
ル
。
人
民
ニ
自
主
ノ
権
ア
ル

所
以
ノ
モ
ノ
ハ
、
其
ノ
自
主
ノ
志
行
有
ル
ニ
由
ル
。（
中
村
『
諸
論
』
よ
り
）

真
の
民
主
主
義
は
民
意
を
重
ん
じ
、
選
挙
に
よ
っ
て
代
議
士
を
選
ぶ
。
孔
子
に
代
表
さ
れ
る
中
国
人
の
国
の
統
治
に
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つ
い
て
の
考
え
方
は
「
民
ハ
由
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
知
ラ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
「
上
意
下
達
」
と
い
っ
て

政
府
中
央
の
意
思
を
下
に
押
し
付
け
る
が
、
民
衆
の
意
思
を
上
に
汲
み
上
げ
る
こ
と
に
は
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
中
国
の
伝
統
で
大
陸
で
は
今
で
も
本
質
的
に
変
わ
り
な
い
。
そ
れ
に
対
し
ミ
ル
の
発
想
は
「
民
ハ
知
ラ
シ
ム
ベ
シ
、

由
ラ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
」
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
は
民
衆
に
き
ち
ん
と
し
た
情
報
を
与
え
、
政
府
や
お
上
に
頼
る
よ
り
も
自
主

自
立
の
精
神
で
自
力
で
自
分
を
助
け
る
こ
と
が
大
切
だ
、
と
説
い
た
。
こ
れ
が
長
い
目
で
見
れ
ば
中
村
の
啓
蒙
思
想
家

と
し
て
の
第
一
の
功
績
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
功
績
は
、
士
農
工
商
の
階
級
社
会
が
消
滅
し
、
競
争
社
会
に
突
入
し
た
明
治
の
日
本
で
は
「
セ
ル
フ
・
ヘ
ル

プ
」
が
大
切
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ス
マ
イ
ル
ズ
のS
elf

H
elp

を
『
西
国
立
志
編

原
名

自
助
論
』
と
題
し
て
訳

す
こ
と
で
日
本
人
に
伝
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
を
読
ん
で
み
よ
う
。

第
一
編

報
国
及
ビ
人
民
ノ
自
ラ
助
ク
ル
コ
ト
ヲ
論
ズ
、

彌ミ
爾ル
曰
ク
、
一
国
ノ
貴
ト
マ
ル
ル
ト
コ
ロ
ノ
位ゐ
価か
ハ
、
ソ
ノ
人
民
ノ
貴
ト
マ
ル
ル
モ
ノ
ノ
、
合がふ
併へい
シ
タ
ル
位

價
ナ
リ
、

（
一
）

自
ラ
助
ク
ル
ノ
精
神

天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
（H

ea
v
en h

elp
s th

o
se w

h
o h

elp th
em
selv

es

）
ト
云
ヘ
ル
諺
ハ
、
確
然

經

シ
タ
ル
格
言
ナ
リ
、
僅
カ
ニ
一
句
ノ
中
ニ
、
歴あまね
ク
人
事
成
敗
ノ
實

ヲ
包
藏
セ
リ
、
自
ラ
助
ク
ト
云
コ
ト

ハ
、
能
ク
自
主
自
立
シ
テ
、
他
人
ノ
力
ニ
倚
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
自
ラ
助
ク
ル
ノ
精
神
ハ
、
凡
ソ
人
タ
ル
モ
ノ
ノ

才
智
ノ
由
テ
生
ズ
ル
ト
コ
ロ
ノ
根
源
ナ
リ
、
推
シ
テ
コ
レ
ヲ
言
ヘ
バ
、
自
ラ
助
ク
ル
人
民
多
ケ
レ
バ
、
ソ
ノ
邦

國
、
必
ズ
元
氣
充
實
シ
、
精
神
強
盛
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、

他
人
ヨ
リ
助
ケ
ヲ
受
ケ
テ
成
就
セ
ル
モ
ノ
ハ
、
ソ
ノ
後
、
必
ズ
衰
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
シ
カ
ル
ニ
、
内
自
ラ
助
ケ

テ
爲
ス
ト
コ
ロ
ノ
事
ハ
、
必
ズ
生
長
シ
テ
禦
グ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
勢
ア
リ
、
蓋
シ
我
モ
シ
他
人
ノ
爲
ニ
助
ケ
ヲ
多
ク

漢学から英学へ



爲
サ
ン
ニ
ハ
、
必
ズ
ソ
ノ
人
ヲ
シ
テ
自
己
励
ミ
勉
ム
ル
ノ
心
ヲ
減
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
、
是
故
ニ
師
傅
ノ
過
厳
ナ

ル
モ
ノ
ハ
、
ソ
ノ
子
弟
ノ
自
立
ノ
志
ヲ
妨
ゲ
…
…

英
文
の
冒
頭
は
こ
う
で
あ
る
。

“H
ea
v
en h

elp
s th

o
se w

h
o h

elp th
em
selv

es”
is a w

ell-tried m
a
x
im
 
em
b
o
d
y
in
g in a sm

a
ll

 
co
m
p
a
ss th

e resu
lts o

f v
a
st h

u
m
a
n ex

p
erien

ce.

中
村
の
翻
訳
『
西
国
立
志
編
』
は
明
治
三
年
に
木
版
で
世
に
出
た
が
、
日
本
で
英
語
の
書
物
が
一
冊
ま
る
ご
と
訳
さ

れ
た
最
初
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
後
半
世
界
最
大
の
国
は
英
国
だ
っ
た
。
産
業
革
命
後
の
英
国
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王

の
下
で
世
界
第
一
の
国
と
し
て
繁
栄
を
謳
歌
し
て
い
た
。
そ
の
英
国
産
業
文
明
の
偉
大
の
秘
訣
は
『
西
国
立
志
編
』
に

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
明
治
の
若
者
は
こ
の
本
に
飛
び
つ
い
た
。
中
村
正
直
訳
の
『
西
国
立
志
編
』
は
福
沢
諭

吉
の
『
西
洋
事
情
』
と
並
ん
で
明
治
日
本
の
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。『
西
国
立
志
編
』
に
は
従
来
の
ほ
か

の
修
養
書
の
類
と
違
っ
て
産
業
国
家
を
建
設
す
る
た
め
に
は
発
明
家
や
企
業
家
が
活
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

具
体
的
に
説
い
て
あ
る
。『
西
国
立
志
編
』
に
は
中
村
は
達
意
平
明
な
漢
文
で
「
叙
」
を
つ
け
た
が
、
そ
の
漢
文
の
お

か
げ
で
中
国
や
韓
国
か
ら
来
日
し
た
人
も
そ
の
思
想
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

福
ナ
ル
カ
ナ
今
日
西
国
ノ
民
ヤ
。
古
いにしへノ

帝
王
ト
雖
モ
、
庸もつ
テ
何
ゾ
及
バ
ン
ヤ
。
昔
ハ
方はう
隅ぐう
自
ラ
封
ジ
。
智
識
狭

隘
ナ
リ
。
今
ヤ
四
海
交
通
シ
。
学
問
淵ゑん
博ぱく
ナ
リ
。
昔
ハ
教
化
明
ラ
カ
ナ
ラ
ズ
。
風
俗
惨さん
刻こく
ナ
リ
。
今
ヤ
神
明
ヲ
崇

敬
シ
。
志
行
虔けん
誠せい
ナ
リ
。
昔
ハ
君くん
上じやう
權
ヲ
専
もつぱらラ

ニ
シ
、
民
ハ
奴
隷
ノ
如
シ
。
今
ヤ
人
自
主
ヲ
得
テ
、
共
ニ
公

ヲ
謀はか
ル
。
昔
ハ
法
教
禁
有
リ
。
人
心
ヲ
きよう

迫はく
ス
。
今
ヤ
民
ノ
自
ラ
択えら
ブ
ニ
任
セ
。
王
ハ
問
ハ
ズ
。
昔
ハ
俗
勇ゆう
悍かん
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ヲ
尚たふとビ
。
動やや
モ
ス
レ
バ
仇きう
𨻶げき
ヲ
生
ズ
。
今
ヤ
人
道
芸
ヲ
嗜たしなミ
、
互
ヒ
ニ
友
愛
ニ
篤
シ
。
昔
ハ
商しやうこ
貿
易
シ
、
官
府

限
制
ス
。
今
ヤ
其
ノ
自
然
ニ
信まか
セ
百
物
亨かう
通つう
ス
。
昔
ハ
工
事
盛
ン
ナ
ラ
ズ
、
貨
財
生
ゼ
ズ
。
今
ヤ
物
料
輸
入
シ
、

製
造
輸
出
ス
。
昔
ハ
房ばう
屋をく

少
、
規
制
備
ワ
ラ
ズ
。
今
ヤ
華くわ
堂だう
雲
ニ
入
リ
、
工
巧
ヲ
究
極
ス
。
昔
ハ
器き
皿べい
粗そ
澁じふ
ニ

シ
テ
、
資
生
ノ
缺
ク
ル
有
リ
。
今
ヤ
共
具
精
美
ニ
シ
テ
、
心
身
快
適
ナ
リ
。
昔
ハ
盤ばん
饌せん
烹はう
調てう
ス
ル
ニ
、
唯
ダ
土ど
物ぶつ

ヲ
供
ス
。
今
ヤ
唐たう
茶ちや
竺ぢく
糖たう
、
朝てう
涵かん
夕せき
濡じゆ
ス
。
昔
ハ
山
海
遼れう
濶くわつ
ニ
シ
テ
、
跋ばつ
渉せふ
艱
難
ス
。
今
ヤ
火
車
、

船
、
安

坐
シ
テ
遠
ク
ニ
行
ク
。
昔
ハ
天
涯
地
角
、
夢む
魂こん
ス
ラ
達
シ
難
シ
。
今
ヤ
電
報
急
ヲ
告
ゲ
、
千
里
面
談
ス
。
昔
ハ

街
衢
が
い
く

夜
黒
ク
、

符

くわんぷひそか
ニ
発
ス
。
今
ヤ
たん

燈とう
昼
ノ
如
ク
、
こく

撃げき
シ
テ
肩
ヲ
摩
ス
。
昔
ハ
鴈がん
魚ぎよ
便
ナ
ラ
ズ
、
急
難

ニ
ハ
聲
ヲ
呑
ム
。
今
ヤ
一
かん

一
銭
、
四
境
ニ
達
ス
。
昔
ハ
貧ひんぱう
傭
工
、
金
ヲ
得
レ
バすなはチ
使
フ
、
今
ヤ
銀
鋪
収
菅

シ
、
子し
ヲ
加
ヘ
テ
償
還
ス
。
昔
ハ
簡
冊
奇
珍
、
富
人
モ
聚
メ
難
シ
、
今
ヤ
書
籍
充
溢
シ
、
寒
士
モ
致
シ
易
シ
。
昔

ハ
朝てう
ニ
秘
景
多
ク
、
野や
ニ
鬱うつ
衷ちゆう
有
リ
。
今
ヤ
廟べう
論ろん
巷かう
議ぎ
、
日
ニ
萬
紙
ヲ
印
ス
。
蓋
シ
今
ニ
溯
ル
五
十
年
之
前
、

之
ヲ
二
百
年
之
前
ニ
比
ス
レ
バ
、
則
翅ただ
ニ
昏
明
昼
夜
之
別
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
今
日
之
西
国
、
之
ヲ
五
十
年
之
前
ニ

比
ス
レ
バ
、
則
又
高
下
せう

壤じやう
之
異
有
リ
。
嗚
呼
、
此
ク
ノ
如
キ
ノ
福
運
、
何
ニ
由
テ
致
ス
ヤ
。
教
化
日
ニ
明
ラ

カ
ニ
シ
テ
、
人
心
善
ニ
向
嚮むか
フ
ノ
效
ニ
非
ザ
ル
無
キ
ヲ
得
ン
カ
、
然
リ
ト
雖
モ
、
水
火
ノ
理
ヲ
究
メ
、
機
器
ヲ
創

造
ス
ル
者
有
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
即
チ
德
正
シ
ト
雖
モ
、
用
利
ナ
ラ
ズ
、
生
厚
カ
ラ
ズ
、
此
レ
ヲ
思
ヘ
バ
、
即
チ
機

器
ヲ
創
造
ス
ル
者
ノ
功
德
見あらはル
。

中
村
正
直
が
訳
し
た
『
西
国
立
志
編
』
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
化
に
貢
献
し
た
人
の
苦
心
が
如
実
に
書
い
て
あ
っ

た
。
こ
の
本
が
日
本
の
工
業
化
の
国
民
的
教
科
書
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

中
村
た
ち
の
一
行
が
一
八
六
八
年
早
め
に
帰
国
し
た
の
は
、
自
分
た
ち
を
英
国
留
学
に
送
り
出
し
た
徳
川
幕
府
が
瓦

解
し
て
送
金
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
洋
を
横
切
っ
て
戻
っ
た
時
、
江
戸
は
も
は
や
江
戸
で
な
く

東
京
に
な
っ
て
い
た
。
幕
府
方
の
中
村
は
都
落
ち
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
幕
府
方
の
若
者
は
将
来
に
希
望
が
も
て
な
く
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な
っ
て
い
た
。
沼
津
に
蟄
居
し
た
中
村
は
当
初
は
そ
う
し
た
失
意
の
人
を
励
ま
す
つ
も
り
で
「
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ

ヲ
助
ク
」
と
い
うS

elf
H
elp

の
日
本
語
訳
を
始
め
た
。
す
る
と
そ
の
訳
本
が
思
い
も
か
け
ず
明
治
の
最
大
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
村
正
直
は
幕
末
維
新
の
日
本
で
一
番
優
れ
た
漢
学
者
と
い
わ
れ
た
人
だ
っ
た
。
そ

の
儒
者
が
西
洋
へ
行
っ
て
勉
強
し
、
西
洋
研
究
者
と
な
っ
て
、
当
時
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
洋
学
者
と
な
っ
て
帰
国
し

た
。
だ
か
ら
世
間
は
こ
れ
か
ら
は
漢
学
で
な
く
て
洋
学
、
と
く
に
英
学
の
時
代
だ
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

人
が
西
洋
文
明
の
偉
大
の
秘
訣
は
こ
の
本
に
記
さ
れ
て
い
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
世
間
が
飛
び
つ
い
た
の
も
無
理
は

な
い
。

い
ま
引
い
た
「
自
助
論
第
二
編
叙
」
に
は
「
古
ノ
帝
王
ト
雖
モ
、
庸もつ
テ
何
ゾ
及
バ
ン
ヤ
。」
と
出
て
い
る
。
儒
教
で

は
古
代
の
聖
賢
や
堯
舜
の
時
代
が
理
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
古
え
の
帝
王
の
盛
代
で
あ
ろ
う
と
も
、
今
日

の
西
洋
の
繁
栄
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
の
が
中
村
の
見
方
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
中
村
は
古
代
中
国
を
文
明
の
モ

デ
ル
と
見
立
て
る
従
来
の
儒
者
の
考
え
方
を
排
し
、
近
代
西
洋
を
日
本
が
学
ぶ
べ
き
モ
デ
ル
に
切
り
換
え
た
。
こ
の
日

本
の
文
化
史
的
な
方
向
転
換
を
英
語
で
い
う
とJa

p
a
n
’s T

u
rn to th

e W
est

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

福
沢
諭
吉
は
漢
学
者
の
旧
弊
を
笑
っ
て
「
そ
の
効
能
は
飯
を
食
ふ
字
引
に
異
な
ら
ず
。
国
の
た
め
に
は
無
用
の
長

物
」（『
学
問
の
ス
ス
メ
』）
と
ひ
や
か
し
た
。
諭
吉
は
明
治
維
新
前
に
三
度
も
西
洋
へ
渡
っ
た
こ
と
の
あ
る
西
洋
通
だ

っ
た
か
ら
、
彼
の
『
西
洋
事
情
』
は
日
本
の
開
国
前
後
に
売
れ
に
売
れ
た
。
吉
野
作
造
は
中
村
と
福
沢
の
二
人
を
評
し

て
、

影
響
感
化
の
大
な
る
こ
と
、
福
沢
翁
の
著
訳
と
並
ん
で
、
空
前
と
称
せ
ら
る
。

と
言
っ
た
。
そ
し
て
福
沢
が
西
洋
の
物
質
文
明
を
伝
え
た
の
に
対
し
、
中
村
は
西
洋
の
精
神
文
明
を
日
本
人
に
伝
え

た
、
と
評
し
た
。
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で
は
中
村
が
示
し
た
西
洋
の
道
徳
世
界
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。『
西
国
立
志
編
』
を
読
ん
だ
日
本
人

は
西
洋
に
は
技
芸
だ
け
で
な
く
道
徳
に
も
優
れ
て
い
る
面
が
あ
る
、
と
感
心
し
た
。
次
の
逸
話
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

一
千
八
百
五
十
二
年
第
二
月
二
十
七
日
、
英
国
ノ
船
、
ア
フ
リ
カ
海
岸
ニ
沿
テ
行
キ
ケ
ル
ガ
、
忽
チ
船
ノ
底
ハ

ゲ
シ
ク
暗
礁
ノ
中
ニ
透とお
リ
入
リ
、
暫
時
ノ
間
ニ
、
破
レ
沈
ミ
ヌ
ベ
シ
ト
思
フ
程
ナ
リ
。
暁
第
二
時
ノ
事
ナ
レ
バ
、

衆
人
睡
リ
居
タ
リ
。
太
鼓
ヲ
擂すり
鳴なら
シ
、
歩
兵
ヲ
船
上
ニ
召よべ
バ
、
操
練
ノ
時
ノ
如
ク
ニ
集
ル
。
サ
テ
「
婦
人
小
児
ヲ

救
ヘ
」
ト
言
ヘ
ル
声
聞
コ
ユ
レ
バ
、
時
ヲ
移
サ
ズ
、
船
底
ヨ
リ
寝
巻
ノ
マ
マ
ナ
ル
婦
人
小
児
ヲ
引
揚
ゲ
、
数
箇
ノ

小
舟
ニ
移
シ
ひ

キ
去
ラ
シ
ム
。
コ
ノ
小
舟
、
既
ニ
大
船
ヲ
離
レ
シ
時
、
頭

人

おもだつたひと
心
ナ
ク
喚よば
ハ
リ
テ
、「
水
ニ
泳
グ

コ
ト
ヲ
能
ク
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
跳
リ
入
リ
テ
、
カ
ノ
小
舟
ニ
取
リ
付
ケ
ヤ
」
ト
云
ヒ
シ
カ
バ
、
船
長

かびていん
ラ
イ
ト

「
否
々
、
モ
シ
然しか
セ
バ
、
カ
ノ
婦
人
ヲ
載の
ス
ル
船
ハ
覆
くつがへル

ベ
シ
」
ト
云
ヘ
バ
、
船
中
ノ
人
ミ
ナ
堅
ク
立
テ
動
ク
モ

ノ
ア
ラ
ズ
。
抑
そもそもモ

コ
ノ
外
ニ
余
レ
ル
小
舟
一
隻
モ
ナ
ク
、
危
難
ヲ
逃のが
ル
ベ
キ
望
ミ
ア
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
衆
人
心

平たひらラ
カ
ニ
気
静
カ
ニ
シ
テ
、
一
声
ノ
怨
言
ナ
ク
、
一
声
ノ
啼てい
哭こく
ナ
ク
、
祝
喜
ノ
火
ヲ
焼
キ
ツ
ツ
、
コ
ノ
一
群
ノ
英

雄
、
船
ノ
沈
ム
ニ
随
ヒ
、
波
濤
ノ
中
ニ
ゾ
葬
ラ
レ
ケ
ル
。

嗚
呼
、
カ
ク
ノ
如
キ
勇
剛
ニ
シ
テ
、
シ
カ
モ
和
静
ナ
ル
美いみ
ジ
キ
人
ノ
儀
範
ハ
、
万
世
ノ
後
マ
デ
モ
、
永
ク
存
シ

テ
、ほろびザ
ル
ベ
シ
。

徳
川
時
代
日
本
の
儒
者
の
多
く
は
、
中
国
や
韓
国
の
儒
者
が
科
挙
の
試
験
に
よ
っ
て
官
の
資
格
を
得
た
の
と
違
っ

て
、
侍
階
級
の
出
身
、
す
な
わ
ち
武
士
で
あ
っ
た
。
武
士
は
命
を
捧
げ
て
主
君
に
仕
え
る
。
そ
の
武
士
た
ち
は
職
業
的

矜
持
か
ら
孔
子
の
教
え
の
中
で
、「
士
ハ
身
ヲ
殺
シ
テ
仁
ヲ
成
ス
」
の
教
え
を
尊
ん
だ
。
士
は
た
と
い
自
分
の
身
を
犠

牲
に
し
て
で
も
仁
義
を
行
な
う
、
死
ん
で
も
よ
い
か
ら
人
の
踏
み
行
な
う
べ
き
道
を
行
な
う
、
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
実
際
問
題
と
し
て
、
清
朝
シ
ナ
に
も
李
朝
朝
鮮
に
も
徳
川
日
本
に
も
、
船
が
難
破
し
て
女
子
供
を
救
う
た
め
に
自
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分
は
死
ん
だ
と
い
う
儒
者
の
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
日
本
人
は
儒
教
道
徳
の
感
化
を
受
け
て
い
た
か
ら
、
ス
マ
イ

ル
ズ
の
語
る
話
に
儒
教
道
徳
の
実
践
を
見
る
思
い
が
し
て
感
銘
し
た
の
で
あ
る
。

中
村
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
イ
ギ
リ
ス
で
生
活
し
て
、
女
子
供
が
大
事
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
心
し
た
。
イ
ギ
リ

ス
の
ホ
ー
ム
と
い
う
の
は
い
い
も
の
だ
、
と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
はL

o
v
e is b

est

と
夫
婦
愛
を
詩
に
歌
っ
た
が
、
中
村
も
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
のla

d
y

と
い
う
理
想

を
日
本
に
も
移
し
植
え
た
い
と
思
っ
た
。
中
村
は
、「
男
女
ノ
教
養
ハ
同
等
ナ
ル
ベ
シ
。
二
種
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
主

張
し
た
。

中
村
が
『
西
国
立
志
編
』
や
『
自
由
之
理
』
を
訳
し
て
天
下
に
名
を
知
ら
れ
る
と
、
明
治
政
府
も
有
能
の
材
を
ほ
っ

て
お
き
は
し
な
い
。
中
村
を
沼
津
の
田
舎
か
ら
東
京
に
呼
び
出
し
た
。
や
が
て
中
村
は
大
曲
に
同
人
社
と
い
う
塾
を
開

い
た
。
こ
れ
は
明
治
初
年
官
立
の
学
校
が
整
備
さ
れ
る
以
前
は
福
沢
の
慶
応
義
塾
と
並
ん
で
も
っ
と
も
人
気
が
あ
る
私

塾
で
、
中
村
は
江
戸
川
聖
人
と
呼
ば
れ
て
尊
敬
さ
れ
た
。
人
気
が
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
慶
応
義
塾
も
同
人
社
も
西
洋

文
明
を
教
え
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
は
英
語
を
外
人
講
師
が
教
え
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
福
沢
も
中
村
も
印
税
収
入
が
あ
り
、
そ
れ
で
西
洋
人
教
師
を
雇
う
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
は

あ
る
ま
い
か
。
中
村
は
斬
新
な
こ
と
を
し
た
。『
論
語
』
で
は
男
女
は
七
歳
で
席
を
同
じ
う
せ
ず
、
と
教
え
て
い
る
が
、

女
子
の
入
学
を
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
最
初
の
留
学
生
を
迎
え
た
の
も
慶
応
義
塾
と
同
人
社
で
あ
っ

た
。
中
村
は
明
治
初
期
の
日
本
で
非
常
に
尊
敬
さ
れ
た
学
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
出
身
が
幕
府
方
だ
か
ら
明
治
政
府

の
中
枢
に
は
い
っ
て
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
政
治
家
向
き
の
人
で
も
な
い
。
そ
れ
で
教
育
界
で
重
き
を
な
す
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
お
茶
の
水
は
徳
川
幕
府
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
っ
た
昌
平
黌
ゆ
か
り
の
地
だ
が
、
そ
こ
に
女
子
師

範
学
校
、
付
属
女
学
校
、
幼
稚
園
が
開
設
さ
れ
る
と
決
ま
っ
た
時
、
請
わ
れ
て
初
代
の
摂
理
、
す
な
わ
ち
学
長
と
な
っ

た
。そ

こ
で
中
村
は
非
常
に
見
事
な
演
出
を
行
な
っ
た
。
明
治
八
年
十
一
月
二
十
九
日
、
女
子
師
範
学
校
の
開
校
式
に
皇
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后
陛
下
の
行
啓
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
美
子
皇
后
は
そ
の
年
二
十
五
歳
、
明
治
元
年
に
一
条
家
か
ら
明
治
天
皇
よ
り

二
つ
年
上
の
姉
様
女
房
と
し
て
入
内
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
は
じ
め
て
公
共
の
席
に
臨
ま
れ
た
。
中
村
が
西
洋
に
お
け
る

女
王
、
皇
后
の
社
会
的
役
割
を
日
本
の
皇
室
に
も
応
用
し
た
の
で
あ
る
。
山
川
菊
栄
の
母
青
山
千
世
は
そ
の
時
の
皇
后

の
容
姿
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
利
発
な
青
山
生
徒
は
緊
張
し
て
、
目
を
こ
ら
し
て
、
見
つ
め
て
い
た
。

皇
后
の
髪
は
お
す
べ
か
ら
し
、
お
雛
様
の
着
つ
け
の
よ
う
に
美
し
く
重
な
っ
た
白
襟
の
上
に
緋
ぢ
り
め
ん
の
き

も
の
、
緋
の
袴
、
そ
の
上
に
は
お
っ
た
う
ち
ぎ
は
、
黄
色
地
に
紅
で
枝
菊
を
浮
き
織
り
に
し
た
も
の
。
緋
の
袴
の

裾
か
ら
は
爪
先
の
と
が
っ
た
ハ
イ
ヒ
ー
ル
が
の
ぞ
い
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
二
十
代
の
う
ら
若
い
皇
后
は
ま
こ
と
に

匂
う
よ
う
な
美
し
さ
。（
山
川
菊
栄
『
お
ん
な
二
代
の
記
』
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
）

そ
し
て
中
村
校
長
は
次
の
よ
う
に
祝
辞
を
述
べ
た
。

謹
テ
惟おもんミ
ル
ニ
、
邦
国
文
明
ハ
政
治
ノ
善
ナ
ル
ニ
関
係
シ
、
政
治
ノ
善
ナ
ル
ハ
家
法
ノ
善
ナ
ル
ニ
関
係
セ
リ
。

而
シ
テ
家
法
ノ
善
ナ
ル
ハ
婦
人
ノ
心
志
端
正
、
知
識
長
進
、
及
ビ
操
行
ノ
善
良
ナ
ル
ニ
由
レ
リ
。
我
国
古
今
善
行

ア
ル
婦
人
ニ
乏
シ
カ
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
邦
国
惣
体
ヨ
リ
之
ヲ
観
レ
バ
、
婦
人
教
養
方
法
ハ
甚
ハ
ダ
欠かけ
タ
リ
ト
イ
フ

ベ
シ
。
今
ヤ
文
明
ノ
化
漸
ヤ
ク
進
歩
ニ
趨おもむキ
、
東
京
女
子
師
範
学
校
ノ
設
ケ
ア
リ
。
即
ハ
チ
今
日
臨りん
駕が
ア
リ
テ
開

業
式
ノ
盛
挙
ア
ル
ヲ
致
ス
ハ
億
兆
人
民
ノ
共
ニ
慶
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
仰
ギ
望
ム
ラ
ク
ハ
、
後こう
来らい
此ここ
ニ
在
テ
学
習

卒
業
ス
ル
モ
ノ
善
キ
婦
人
ト
ナ
リ
テ
夫
ヲ
輔たす
ケ
、
善
種
ノ
人
民
ヲ
生
育
シ
テ
我
国
ヲ
シ
テ
福
祉
安
寧
ノ
邦
タ
ラ
シ

メ
ン
コ
ト
ヲ
。
敬つつしン
デ
祝
ス
。

こ
の
祝
辞
は
一
方
で
は
儒
教
の
『
大
学
』
の
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
の
教
え
を
踏
ま
え
、
そ
の
延
長
線
上
に

漢学から英学へ



女
子
教
育
を
位
置
づ
け
、
旧
来
の
価
値
観
に
合
致
す
る
よ
う
に
配
慮
し
、
他
方
で
は
時
代
の
大
勢
と
な
っ
た
文
明
史
観

を
強
調
し
、
進
歩
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
女
子
教
育
を
肯
定
し
た
。
そ
れ
は
儒
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
洋
学
者
で

あ
っ
た
中
村
ら
し
い
折
衷
主
義
の
主
張
と
い
え
よ
う
。
い
つ
の
時
代
で
も
新
し
い
考
え
方
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
旧

来
の
伝
統
に
連
な
る
こ
と
で
市
民
権
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
新
旧
二
つ
の
発
想
は
混
在
し
、
共
存
し
て
い
た
。
そ
れ
に

よ
く
見
れ
ば
皇
后
様
も
日
本
の
お
き
も
の
を
召
し
て
い
な
が
ら
、
履
物
に
は
西
洋
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
い
て
い
た
。

校
長
の
挨
拶
に
続
き
生
徒
の
一
人
が
御
前
講
読
を
し
た
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
中
村
校
長
訳
の
『
西
国
立
志
編
』
の

一
節
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
生
徒
た
ち
は
控
え
の
間
で
、
金
屛
風
を
背
に
ほ
の
か
に
笑
み
を
ふ
く
む
美
し
い
皇
后

さ
ま
に
御
挨
拶
し
、
文
部
大
臣
の
手
か
ら
御
褒
美
の
製
図
用
具
一
式
を
頂
戴
し
た
。
美
子
皇
后
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
十

二
徳
を
和
歌
に
詠
ま
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
「
勤
労
」
に
手
を
い
れ
て
、

み
が
か
ず
ば
玉
も
鏡
も
何
か
せ
む
ま
な
び
の
道
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

の
歌
を
明
治
九
年
二
月
東
京
女
子
師
範
学
校
に
く
だ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
敷
衍
さ
れ
て
「
金
剛
石
」
の
小
学
唱
歌
と
な

り
、
奥
好
義
の
曲
に
あ
わ
せ
て
日
本
国
中
津
々
浦
々
で
歌
わ
れ
た
。

金
剛
石
も

み
が
か
ず
ば

珠
の
ひ
か
り
は

そ
は
ざ
ら
む

人
も
ま
な
び
て

の
ち
に
こ
そ

ま
こ
と
の
徳
は

あ
ら
は
る
れ

時
計
の
は
り
の

た
え
ま
な
く
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め
ぐ
る
が
ご
と
く

時
の
ま
の

日
か
げ
を
し
み
て

は
げ
み
な
ば

い
か
な
る
わ
ざ
か

な
ら
ざ
ら
む

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
「
時
間
を
空
費
す
る
な
か
れ
。
つ
ね
に
何
か
益
あ
る
こ
と
に
従
う
べ
し
」
の
趣
旨
は
小
学
唱
歌
の

第
二
連
に
よ
く
出
て
い
る
。
平
成
の
今
上
陛
下
は
ア
メ
リ
カ
へ
行
か
れ
た
時
、
ス
ピ
ー
チ
で
こ
の
逸
話
に
ふ
れ
ら
れ

た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
ス
マ
イ
ル
ズ
の
思
想
的
先
駆
者
で
あ
る
。
一
七
〇
六
年
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
父
は

G
o
d h

elp
s th

em
 
th
a
t h
elp th

em
selv

es

「
神
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
」
と
い
う
格
言
を
作
っ
た
が
、
一
八
一

二
年
生
ま
れ
の
ス
マ
イ
ル
ズ
はH

ea
v
en h

elp
s th

o
se w

h
o h

elp th
em
selv

es

「
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
」

と
い
う
よ
り
響
き
の
良
い
格
言
に
改
め
た
の
で
あ
る
。

漢
文
の
た
く
み
な
中
村
は
清
朝
シ
ナ
か
ら
来
日
し
た
中
国
知
識
人
と
筆
談
で
よ
く
交
際
し
た
。
清
国
公
使
館
の
黄
遵

憲
が
お
茶
の
水
の
女
子
師
範
学
校
に
注
目
し
、
幼
稚
園
を
見
て
、
漢
詩
に
う
た
っ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
中
村
と
清
朝
シ
ナ
の
改
革
派
知
識
人
と
の
交
際
は
注
目
に
値
す
る
。
次
の
引
用
は
『
自
助
論
』
第
一
編
序
だ

が
、
興
味
深
い
発
言
で
あ
る
。

余
是
ノ
書
ヲ
訳
ス
。
客
過
ギ
テ
問
フ
者
有
リ
。
曰
ク
、「
子し
何
ゾ
兵
書
ヲ
訳
サ
ザ
ル
」。
余
曰
ク
、「
子し
兵
強
ケ

レ
バ
則
チ
国
頼
ミ
テ
以
テ
治
安
ト
謂い
フ
カ
。
且
ツ
西
国
ノ
強
キ
ハ
兵
ニ
由
ル
ト
謂
フ
カ
。
是
レ
大
イ
ニ
然
ラ
ズ
。

夫
レ
西
国
ノ
強
ハ
、
人
民
篤
ク
天
道
ヲ
信
ジ
、
人
民
ニ
自
主
ノ
権
有
ル
ニ
由
ル
。
政
寛くわん、
法
公こう
ナ
ル
ニ
由
ル
」。

そ
れ
か
ら
二
十
五
年
ほ
ど
後
の
一
八
九
七
年
、
康
有
為
は
『
日
本
書
目
志
』
を
著
わ
し
た
が
、
そ
こ
に
こ
う
書
い
て

あ
る
。

漢学から英学へ



泰
西
ノ
強
キ
ハ
軍
兵
砲
械
ノ
末
ニ
在
ラ
ズ
、
而
シ
テ
其
ノ
士
人
ノ
新
法
ノ
書
ヲ
学
ブ
ニ
在
リ
。

こ
れ
が
中
村
の
言
葉
に
共
感
し
た
康
有
為
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
楊
昌
済
は
日
本
と
英
国
に
留
学

し
、
毛
沢
東
の
最
初
の
妻
の
父
だ
が
、
一
九
一
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
雑
誌
『
新
青
年
』
に
寄
稿
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
者
ヲ
助
ク
、
ト
ハ
乃すなはチ
英
国
教
育
家
ノ
格
言
ナ
リ
。
人
々
独
立
ノ
精
神
有
リ
テ
、
ス
ナ
ハ
チ
独

立
ノ
国
勢
ヲ
鋳
成
ス
ベ
シ
。

明
治
維
新
は
中
国
革
命
の
第
一
歩
」
と
言
っ
た
人
は
孫
文
だ
が
、
明
治
日
本
の
近
代
国
家
建
設
が
刺
戟
と
な
っ
て

近
代
化
革
命
の
動
き
は
東
ア
ジ
ア
の
各
国
に
ひ
ろ
が
っ
た
。
興
味
深
い
刺
戟
伝
播
は
韓
国
の
崔
南
善
（
チ
ェ
・
ナ
ム
ソ

ン
）
の
場
合
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
に
生
ま
れ
た
崔
南
善
は
ス
マ
イ
ル
ズ
な
ど
と
同
じ
く
「
中
人
」
の
家
に
生
ま
れ
、

日
露
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
に
日
本
に
留
学
、
文
章
救
国
運
動
を
起
こ
し
た
。
日
本
の
代
表
的
な
印
刷
所
秀
英
舎
の
助
け

を
得
て
ソ
ウ
ル
の
自
宅
に
出
版
所
を
設
け
、
月
刊
雑
誌
『
少
年
』
を
創
刊
し
た
。
ち
な
み
に
秀
英
舎
は
『
西
国
立
志

編
』
を
出
し
て
大
を
な
し
た
印
刷
所
で
あ
る
。
崔
南
善
は
そ
の
『
少
年
』
誌
上
に
ス
マ
イ
ル
ズ
を
紹
介
し
た
ば
か
り

か
、
日
本
語
訳
か
ら
重
訳
し
て
一
九
一
八
年
に
は
『
自
助
論
』
の
第
六
編
ま
で
を
訳
出
し
た
。
崔
南
善
の
「
自
助
論

序
」
に
は
「
嗚
呼
、
自
主
自
立
ノ
要
、
吾
人
ヨ
リ
急
ナ
ル
モ
ノ
何
処
ニ
ヤ
ア
ル
」
な
ど
の
言
葉
が
見
え
る
。
韓
国
が
日

本
に
併
合
さ
れ
た
の
は
一
九
一
〇
年
で
あ
る
か
ら
「
自
主
自
立
ノ
要
」
の
語
は
特
別
の
意
味
合
い
を
持
つ
。
そ
こ
で
繰

返
し
唱
え
ら
れ
る
の
は
、
個
人
の
自
助
と
と
も
に
、
民
族
の
自
助
で
あ
る
。
ス
マ
イ
ル
ズ
が
唱
え
た
の
もS

elf
h
elp
,

n
a
tio
n
a
l a
n
d in

d
iv
id
u
a
l

「
国
家
と
し
て
の
自
助
と
個
人
と
し
て
の
自
助
」
の
必
要
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
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は
終
結
し
、
年
が
明
け
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
民
族
自
決
を
唱
え
た
。
個
人
と
し
て
自
助
自
立
を
願
う

者
は
民
族
と
し
て
も
自
助
自
立
を
願
う
。
こ
う
し
て
「
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
」
の
精
神
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
崔
南
善
は

一
九
一
九
年
、『
三
・
一
独
立
宣
言
書
』
を
執
筆
す
る
に
い
た
っ
た
。「
我
等
ハ
茲
ニ
我
朝
鮮
国
ノ
独
立
タ
ル
コ
ト
及
朝

鮮
民
ノ
自
由
タ
ル
コ
ト
ヲ
宣
言
ス
…
…
」

こ
の
崔
南
善
の
『
独
立
宣
言
書
』
の
執
筆
に
ス
マ
イ
ル
ズ
の
「
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
」
の
発
想
が
直
接
的
に
と
は
い
わ

ず
と
も
間
接
的
に
働
い
て
い
た
と
は
い
え
る
か
と
思
わ
れ
る
。

中
村
正
直
は
西
洋
か
ら
帰
国
す
る
船
上
でS

m
iles,

S
elf

H
elp

を
読
み
、
深
く
感
銘
を
受
けH

ea
v
en
 
h
elp
s

 
th
o
se w

h
o h

elp th
em
selv

es

の
格
言
を
「
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
」
と
訳
し
た
。
そ
し
て
号
を
敬
宇
と
し

た
。
宇
宙
の
宇
で
天
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。
中
村
敬
天
で
は
落
着
き
が
悪
い
か
ら
敬
宇
と
号
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
中

村
は
キ
リ
ス
ト
教
的
西
洋
に
も
儒
教
的
東
洋
に
も
共
通
す
る
教
え
は
「
敬
天
愛
人
」
だ
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
で
「
天
ハ
自
ラ
助
ク
ル
モ
ノ
ヲ
助
ク
」
と
い
う
時
の
「
天
」
を
読
者
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。

「
天
助
自
助
者
」
と
中
国
語
で
い
う
時
、
中
国
の
人
は
こ
の
「
天
」
に
何
を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
は
「
お
天
道

様
」
の
「
天
」
の
よ
う
な
神
道
的
な
「
天
」
な
い
し
は
儒
教
的
な
「
天
」、
中
国
人
は
や
は
り
儒
教
的
な
「
天
」
を
感

じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
西
洋
人
はH

ea
v
en h

elp
s th

o
se w

h
o h

elp th
em
selv

es

のH
ea
v
en

に
キ
リ
ス
ト
教
の

H
ea
v
en

す
な
わ
ちG
o
d

を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
マ
イ
ル
ズ
が
一
八
五
九
年
にS

elf
H
elp

の
冒
頭

に
掲
げ
た
格
言
が
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
一
七
五
八
年
に
暦
に
書
き
込
ん
だ
格
言G

o
d
 
h
elp
s th

em
 
th
a
t h

elp
 
th
em
-

selv
es

の
書
き
換
え
だ
と
い
う
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。

と
す
る
と
中
村
が
唱
え
た
敬
天
愛
人
の
「
天
」
と
は
い
か
な
る
天
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ

の
敬
天
愛
人
と
い
う
言
葉
は
日
本
で
は
西
郷
隆
盛
の
愛
し
た
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
る
。
西
郷
は
度
量
の
大
き
な
人
で
、

沼
津
に
都
落
ち
し
て
い
た
中
村
の
も
と
に
薩
摩
藩
の
部
下
を
つ
か
わ
し
、
中
村
の
教
え
を
受
け
さ
せ
た
。
そ
れ
で
中
村

の
教
え
が
西
郷
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
西
郷
の
口
か
ら
敬
天
愛
人
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
お
の
ず
と
東

漢学から英学へ



洋
的
な
天
の
感
じ
が
し
た
の
で
あ
る
。
中
村
の
同
人
社
に
は
韓
国
か
ら
留
学
生
が
来
て
い
た
。
そ
の
人
た
ち
を
通
し
て

だ
ろ
う
か
、
敬
天
愛
人
の
教
え
は
朝
鮮
半
島
に
も
伝
わ
り
、
金
大
中
大
統
領
は
座
右
の
銘
と
し
て
「
敬
天
愛
人
」
の
書

を
し
ば
し
ば
人
に
示
し
た
。

渡
英
以
前
か
ら
中
村
は
昌
平
黌
の
教
授
と
し
て
、
禁
書
と
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
漢
文
著
述
も
ひ
そ
か
に

読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
と
儒
教
の
天
は
同
じ
で
あ
り
両
者
は
共
存
可
能
で
あ
る
、
と
思
い
こ
ん

で
い
た
。
中
村
は
奉
教
士
人
な
ど
と
い
わ
れ
た
明
末
の
徐
光
啓
な
ど
の
漢
文
著
述
を
読
ん
で
い
た
か
ら
、
一
時
期
誤
っ

て
そ
う
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
儒
教
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
主
を
同
一
と
し
た
の
は
マ
ッ
テ
オ
・
リ
ッ
チ

（
一
五
五
二
｜
一
六
一
〇
、
漢
名
を
利
瑪

と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
）
が
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
方
便
と
し
て
考
え

出
し
た
も
の
で
、
ロ
ー
マ
の
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
当
局
は
結
局
そ
の
よ
う
な
適
応
政
策
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
や
こ
れ
や

で
一
時
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
か
に
見
え
た
中
村
は
晩
年
転
向
し
た
ら
し
い
。
一
八
九
一
年
、
明
治
二
十
四
年
に

亡
く
な
っ
た
時
、
葬
儀
は
神
道
で
執
り
行
な
わ
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
知
識
人
の
転
向
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
問
題
で

あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
転
向
は
普
通
結
構
な
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
プ
ラ
ス

評
価
が
明
治
期
の
日
本
人
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
転
向
に
つ
い
て
も
下
さ
れ
る
日
も
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
「
西
洋
人
宣
教
師
は
日
本
人
の
教
え
子
が
優
秀
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
に
留
ま
る

期
間
が
短
い
こ
と
を
発
見
し
て
驚
き
か
つ
衝
撃
を
受
け
た
」
と
『
あ
る
保
守
主
義
者
』
の
中
に
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
そ
の
葬
儀
の
時
、
中
村
の
柩
に
従
っ
た
の
は
目
の
不
自
由
な
人
、
耳
の
不
自
由
な
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う

の
は
日
本
で
盲
人
の
た
め
に
盲
学
校
を
聾
唖
者
の
た
め
に
訓
練
校
を
最
初
に
開
い
た
一
人
も
中
村
正
直
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
西
洋
文
明
を
導
入
す
る
際
、
最
初
に
中
村
が
ス
マ
イ
ル
ズ
『
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』
を
一
八
七
一
年
に

訳
し
た
こ
と
は
幸
せ
で
あ
っ
た
。
中
国
で
最
初
に
大
評
判
と
な
っ
た
西
洋
書
物
の
翻
訳
は
厳
復
が
ト
マ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス

リ
ー
のE

volu
tion

 
an
d
 
E
th
ics

を
『
天
演
論
』
と
題
し
て
日
清
戦
争
後
の
一
八
九
八
年
に
訳
し
た
本
で
あ
る
。「
物
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競
ヒ
天
択
ブ
、
適
ス
ル
者
ノ
ミ
生
存
ス
」
と
い
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
教
え
は
西
洋
列
強
に
よ
っ
て
半

植
民
地
化
の
憂
き
目
に
あ
い
つ
つ
あ
る
中
国
の
人
に
と
っ
て
は
弱
肉
強
食
の
帝
国
主
義
の
時
代
の
性
格
を
強
く
印
象
づ

け
る
上
で
は
役
立
っ
た
。
だ
が
そ
の
『
天
演
論
』
に
は
ス
マ
イ
ル
ズ
の
書
物
の
よ
う
な
産
業
国
家
建
設
の
見
取
図
が
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
中
国
に
と
っ
て
の
不
幸
せ
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
今
日
的
な
文
学
評
価
で
はS

elf
H
elp

と
い
う
書
物
は
お
よ
そ
審
美
的
価
値
を
欠
い
た
、
た
い
へ
ん
つ

ま
ら
な
い
作
品
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
一
年
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
はJapan

,
a S

h
ort C

u
ltu
ral H

istory

の
中
で
こ
う
評
し
た
。

It w
a
s u
n
fo
rtu
n
a
te th

a
t,
w
h
en a

t la
st th

e Ja
p
a
n
ese h

a
d tim

e to co
n
sid
er th

e n
o
b
ler effo

rts
 

o
f th

e W
estern m

in
d
,
it w

a
s th

e d
rea

ry ra
tio
cin
a
tio
n
s o
f H

erb
ert S

p
en
cer o

r th
e h
o
m
iletic o

f
 

m
en lik

e B
en
ja
m
in F

ra
n
k
lin a

n
d S

a
m
u
el S

m
iles w

h
ich seem

ed b
est to sta

y th
eir in

tellectu
a
l

 
p
a
n
g
s.

『
日
本
文
化
史
』
を
書
い
て
い
た
当
時
の
英
国
外
交
官
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
読
ん
で

は
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
談
笑
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
趣
味
の
人
に
と
っ
て
は
明
治
初
期
の
日
本
人
が
よ
う
や
く
西
洋
の

精
神
世
界
の
存
在
に
気
づ
い
た
時
、
数
あ
る
作
家
・
思
想
家
の
中
で
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
無
味

乾
燥
な
推
理
推
論
や
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
や
ス
マ
イ
ル
ズ
の
よ
う
な
説
教
に
惹
か
れ
た
の
か
解
せ
ず
、
不
幸
な
出
会
い
と
し

か
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
サ
ン
ソ
ム
は
二
十
年
後
の
次
著
『
西
欧
世
界
と
日
本
』
で
は
、
書
物
の

性
質
上
、
西
洋
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
リ
ス
ポ
ン
ド
し
た
日
本
知
識
人
に
着
目
し
、
福
沢
と
並
ん
で
中
村
を
取
り
上
げ
た
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
見
地
か
ら
明
治
維
新
を
観
察
し
た
マ
リ
ウ
ス
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
一
九
六
〇
年
代
『
日
本
に

お
け
る
近
代
化
の
問
題
』
で
ス
マ
イ
ル
ズ
と
中
村
に
着
目
し
た
。
維
新
後
、
身
分
制
度
が
解
体
し
、
突
如
と
し
て
社
会

漢学から英学へ



的
流
動
状
態
に
さ
ら
さ
れ
た
日
本
人
は
『
西
国
立
志
編
』
に
教
え
ら
れ
、
刻
苦
精
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
安
と
困
難

を
乗
り
こ
え
、
名
を
あ
げ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
た
だ
単
に
「
家
名
」
を
あ
げ
る
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
、
国
家
レ
ベ
ル
で
も
、
日
本
人
は
こ
の
ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
自
助
論
』
を
通
し
て
、

日
本
は
い
ま
は
国
際
社
会
の
な
か
の
貧
乏
少
年
に
す
ぎ
な
い
が
、
勤
勉
と
志
と
節
倹
の
実
行
に
よ
っ
て
や
が

て
富
裕
の
国
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
確
信
を
深
め
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
や
ス
マ
イ
ル
ズ
が
「
西
洋
ノ
師
」
と

い
う
説
教
者
と
し
て
新
た
に
登
場
し
た
か
ら
こ
そ
、
か
つ
て
孔
子
を
敬
い
そ
の
教
え
を
「
子
曰
ク
」
と
有
難
く
承
っ
た

日
本
の
書
生
た
ち
に
た
や
す
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
の
だ
と
観
察
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
師
の
語
録
を
盲
目
的
に

信
奉
す
る
の
は
旧
弊
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
も
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
十
九
世
紀
後
半
の
英
国
と
日
本
と
の
間
に
は
倫
理
的
雰
囲
気
で
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
い
う
人
間
の
理
想
と
士
と
い
う
人
間
の
理
想
と
の
間
に
は
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
で
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
教
育
は
、
先
哲
の
教
え
を
授
け

る
こ
と
で
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
養
成
を
目
指
し
て
い
た
点
、
中
国
や
朝
鮮
や
日
本
の
塾
で
の
漢
文
教
育
が
聖
賢
の
教
え

を
授
け
る
こ
と
で
士
の
養
成
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
と
多
く
の
点
で
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
両
者
は
と
も
に

知
識
の
伝
達
よ
り
も
若
者
の
性
格
の
養
成
に
重
き
を
置
い
て
い
た
（『
論
語
』
の
英
訳
者
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
も

そ
の
よ
う
な
見
方
を
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
卒
業
生
同
士
の
友
情
と
科
挙

及
第
者
の
友
情
に
つ
い
て
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
観
察
し
て
い
る
）。

社
会
風
俗
の
面
で
も
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
は
小
説
を
読
む
こ
と
を
若
者
に
有
害
と
し
て
禁
ず
る
よ
う
な
側

面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
儒
者
が
小
説
を
読
む
こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
っ
た
。（
も
っ
と
も
若
き
日
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の
中
村
正
直
は
『
水
滸
伝
』
に
読
み
耽
っ
た
）。
そ
の
小
説
を
有
害
視
す
る
見
方
は
明
治
時
代
に
は
強
か
っ
た
。
偽
善

を
も
含
め
て
そ
の
二
つ
の
社
会
の
や
や
硬
直
し
た
道
徳
観
に
は
通
ず
る
面
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
ス
マ
イ
ル
ズ

が
道
徳
を
説
く
師
と
し
て
孔
子
と
似
た
聖
人
扱
い
を
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
日
本
で
出
来
上
が
っ

た
ス
マ
イ
ル
ズ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、S

a
m
u
el S

m
iles,

a V
icto

ria
n C

o
n
fu
cia
n

と
い
う
定
義
も
ま
た
で
き
な
い
わ

け
で
は
な
い
。「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
の
孔
子
の
徒
」
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
ん
な
見
方
を
西
洋
へ
逆
輸
出

さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
勤
勉
、
節
制
、
規
律
、
誠
実
、
中
庸
、
平
静
、
謙
譲
な
ど
『
論
語
』
に

基
づ
く
人
格
陶
冶
の
徳
目
と
『
西
国
立
志
編
』
に
基
づ
く
修
身
の
徳
目
と
は
き
わ
め
て
多
く
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
際
「
孔
子
の
徒
」
と
い
う
呼
び
方
は
、
揶
揄
や
軽
侮
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
語
と
し
て
、
西
洋
の
知
識
人
の
多
く

に
は
響
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
は
ス
マ
イ
ル
ズ
や
中
村
が
説
い
た
人
間
の
生
き
方
の
基
本
だ
が
、
最
後
に
自
助
と
自
己
中
心
主
義

は
違
う
、
と
い
う
こ
と
も
言
い
添
え
た
い
。
バ
ー
ケ
ン
ヘ
ッ
ド
号
の
将
兵
が
人
々
を
感
動
さ
せ
た
の
は
彼
ら
が

L
a
d
ies first

と
い
う
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
教
え
を
身
を
も
っ
て
実
践
し
た
か
ら
で
あ
る
。
他
人
の
助
け
を
当
て
に
し

て
は
い
け
な
い
が
、
し
か
し
他
人
を
助
け
る
こ
と
に
は
人
間
と
し
て
の
尊
ぶ
べ
き
な
に
か
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
親
は
ど

こ
ま
で
子
供
を
助
け
れ
ば
良
い
の
か
、
教
師
は
ど
こ
ま
で
学
生
を
助
け
れ
ば
良
い
の
か
、
先
進
国
は
開
発
途
上
国
を
ど

こ
ま
で
助
け
れ
ば
良
い
の
か
。
そ
れ
は
相
手
が
自
立
で
き
る
よ
う
に
助
け
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
相
手
が
過
度

に
甘
え
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
ち
ら
が
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
支
配
す
る
こ
と
を
考
え
て

は
な
ら
な
い
。
私
の
結
論
「
他
人
ガ
自
ラ
助
ケ
ル
コ
ト
ノ
デ
キ
ル
ヨ
ウ
ニ
助
ケ
ヨ
」
を
私
な
り
の
英
語
で
い
う
と
こ
う

な
る
。

H
elp o

th
ers h

elp th
em
selv

es
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懇
談
と
質
疑
応
答
か
ら

中
国
の
中
華
思
想
に
媚
び
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
正
す
の
が
教
育
で
す
か
ら
シ
ナ
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
た
方
が
よ

ろ
し
い
。
新
井
白
石
は
チ
イ
ナ
と
い
い
ま
し
た
。
シ
ド
ッ
テ
ィ
か
ら
聞
い
た
イ
タ
リ
ア
語
のC

in
a

の
音
訳
で
す
。
そ

れ
に
漢
字
を
当
て
字
し
て
支
那
と
な
っ
た
。
支
店
の
支
は
漢
字
の
意
味
が
悪
い
と
い
う
な
ら
片
仮
名
で
書
け
ば
宜
し
い
。

麗
澤
大
学
の
名
前
を
聞
き
ま
し
て
思
い
出
し
た
の
は
一
九
八
五
年
に
こ
ん
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
当
時
台

湾
の
淡
水
に
あ
る
淡
江
大
学
へ
集
中
講
義
に
教
え
に
参
り
ま
し
た
。
台
湾
で
す
か
ら
時
々
ス
コ
ー
ル
と
い
う
の
で
す

か
、
雨
が
に
わ
か
に
激
し
く
降
り
ま
す
。
学
生
が
教
室
の
あ
る
建
物
か
ら
別
の
建
物
へ
移
動
す
る
時
、
広
い
キ
ャ
ン
パ

ス
に
渡
廊
下
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。
そ
れ
で
雨
が
降
っ
た
と
き
、
学
生
が
誰
で
も
自
由
に
使

え
る
よ
う
に
と
大
学
当
局
が
傘
を
入
口
出
口
の
傘
立
て
に
多
数
配
置
し
ま
し
た
。
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
な
ん
で
も
淡
江

大
学
が
留
学
提
携
の
協
定
を
結
ん
で
い
た
麗
澤
大
学
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
習
っ
た
、
と
い
う
か
真
似
た
の
だ

そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
淡
江
大
学
の
学
部
長
先
生
が
嘆
く
に
は
日
本
の
麗
澤
大
学
で
は

そ
の
傘
は
な
く
な
ら
な
い
ら
し
い
。
し
か
る
に
淡
江
大
学
で
は
あ
っ
と
い
う
間
に
傘
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
学
生

た
ち
が
自
分
の
下
宿
や
家
へ
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
の
麗
澤
大
学
は
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
て
道
徳

教
育
を
施
し
て
い
る
か
ら
、
学
生
た
ち
の
モ
ラ
ル
が
高
い
。
淡
江
大
学
の
学
生
と
は
道
徳
水
準
が
ち
が
う
、
と
お
嘆
き

に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
私
は
こ
れ
は
単
な
る
学
生
の
道
徳
水
準
の
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
民
族
の
道
徳
性
の
問
題
で
も
な
く
、
国
民

の
経
済
水
準
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
そ
れ
か
ら
二
十
年
後
に
台
北
へ
教
え
に

参
り
ま
し
た
ら
、
喫
茶
店
で
も
お
店
で
も
店
頭
に
傘
立
て
が
あ
っ
て
皆
さ
ん
そ
こ
へ
傘
を
立
て
て
取
ら
れ
る
な
ど
と
い

う
心
配
は
お
よ
そ
し
て
い
な
い
で
店
内
で
長
い
間
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
り
お
喋
り
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
経
済
水
準
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が
向
上
す
れ
ば
傘
は
な
く
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
と
そ
う
も
い
え
な
い
。
改
革
開
放
以
前
の
大
陸
中
国
は
相
互
監
視
の

目
が
光
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
盗
難
は
お
そ
ら
く
今
よ
り
よ
ほ
ど
少
な
か
っ
た
。
い
ま
中
国
大
陸
は
経

済
的
に
大
発
展
し
て
い
る
。
し
か
し
貧
富
の
差
が
世
界
一
激
し
い
国
で
す
か
ら
、
傘
は
自
分
で
持
っ
て
い
な
い
と
す
ぐ

取
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
道
徳
は
漢
民
族
の
民
族
性
の
問
題
で
も
な
さ
そ
う
で

す
。そ

れ
で
は
ひ
る
が
え
っ
て
日
本
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
近
ご
ろ
私
の
近
所
の
病
院
で
は
「
傘
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ

て
各
自
お
持
ち
く
だ
さ
い
」
と
掲
示
が
し
て
あ
り
ま
す
。
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
入
口
の
傘
立
て
に
無
造
作
に

傘
を
立
て
て
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
病
院
は
掲
示
を
出
し
た
か
。
病
院
で
は
傘
立
て
に
放
置
し
た
傘
が
時
々
な
く
な
る
。

間
違
え
た
の
か
故
意
か
知
ら
な
い
が
紛
失
す
る
。
す
る
と
病
院
側
に
強
硬
に
苦
情
を
い
う
お
客
さ
ん
が
い
る
。
そ
れ
で

「
傘
も
靴
も
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
各
自
お
持
ち
く
だ
さ
い
」
と
掲
示
し
て
、
た
と
い
傘
が
な
く
な
っ
て
も
病
院
は
責

任
を
負
い
ま
せ
ん
と
い
う
対
抗
策
を
あ
ら
か
じ
め
打
っ
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
道
徳
は
抽
象
的
に
唱
え
る
だ
け
で

は
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
は
社
会
学
的
考
察
が
な
い
と
、
単
な
る
き
れ
い
事
を
唱
え
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

漢
学
に
は
き
ち
ん
と
し
た
守
る
べ
き
道
徳
律
が
示
さ
れ
て
い
た
が
英
学
に
は
な
い
。
し
か
し
戦
前
の
英
語
教
科
書
は

道
徳
教
育
の
宝
の
山
で
よ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
た
く
さ
ん
盛
ら
れ
て
い
た
。

良
い
教
科
書
を
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
英
語
教
育
の
根
本
は
徹
底
し
た
文
法
分
析
に
よ
る
古
典
講
読
が
不
可
欠
で

す
。
中
村
正
直
も
そ
れ
を
言
っ
て
い
ま
す
。

（
編
者
注：

本
稿
は
、
平
成
十
九
年
二
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催

の
「
公
開
講
演
会
」
の
内
容
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。）
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