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福
永
光
司
氏
の
「
道
教
」

と

「
日
本
文
化
」

に
関
す
る
一
連
の
研
究
を
あ
ぐ
っ
て

佐

藤

回

始
め
に

’

　
福
永
光
司
氏
が
『
道
教
と
日
本
文
化
』
（
人
文
書
院
）
の
著
作
を
公
に
し
た
の
は
、
一
九
八
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
刊
行
直
後
よ
り

こ
の
著
作
は
、
学
界
の
内
外
に
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
。
大
体
に
お
い
て
は
、
こ
の
著
作
を
従
来
の
研
究
の
盲
点
を
指
摘
し
新
し
い

分
野
を
開
い
た
と
い
う
意
味
で
肯
定
的
に
見
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
中
で
最
も
激
越
で
あ
っ
た
の
は
、
福
井
文
雅
氏
が
『
東
方
宗

教
』
第
六
十
号
（
日
本
道
教
学
会
・
一
九
八
二
年
十
月
）
に
発
表
さ
れ
た
書
評
で
あ
っ
た
。
福
永
氏
は
、
同
誌
の
次
号
、
第
六
十
一
号
（
一
九
八

三
年
五
月
）
で
福
井
氏
の
批
判
に
対
し
「
津
田
左
右
吉
博
士
と
道
教
一
福
井
文
雅
氏
の
書
評
『
道
教
と
日
本
文
化
』
に
答
え
て
i
」
と

い
う
著
述
を
発
表
し
た
が
、
さ
ら
に
福
井
氏
は
そ
の
次
号
、
第
六
十
二
号
（
一
九
八
三
年
十
月
）
に
「
福
永
教
授
の
反
論
に
つ
い
て
」
を
著

し
、
福
永
氏
に
対
し
て
論
駁
を
加
え
た
。
こ
の
論
争
の
中
心
は
、
福
永
氏
の
著
述
「
津
田
左
右
吉
博
士
と
道
教
」
と
い
う
題
名
に
も
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
津
田
左
右
吉
の
「
道
教
」
と
「
日
本
古
代
文
化
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の

問
題
は
様
々
の
事
柄
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
が
、
こ
の
論
争
の
中
で
、
津
田
と
福
永
氏
あ
る
い
は
福
井
氏
の
中
国
思
想
史
・
日
本
思
想
史

に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
後
、
福
永
氏
は
一
九
八
五
年
四
月
に
『
道
教
と
日
本
思
想
』
（
徳
間
書
店
）
、
一
九
八
七
年
二
月
に
『
道
教
と
古
代
日
本
』
（
人
文
書
院
）
、

同
年
九
月
に
は
『
道
教
思
想
史
研
究
』
（
岩
波
書
店
）
、
同
年
十
二
月
に
は
『
日
本
の
道
教
遺
跡
』
（
共
著
・
朝
日
新
聞
社
）
を
著
し
た
。
こ
れ
ら

の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
永
氏
の
「
道
教
」
と
「
日
本
古
代
文
化
」
に
対
す
る
考
え
の
大
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思

う
。
現
在
の
時
点
に
お
い
て
、
先
の
論
争
を
も
考
慮
し
、
福
永
氏
の
業
績
を
評
価
す
る
こ
と
も
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な

一
1
9一



お
、
こ
こ
で
い
う
業
績
の
評
価
と
は
、
将
来
の
学
界
に
お
い
て
必
要
と
す
べ
き
も
の
を
認
あ
る
と
同
時
に
、

ら
に
現
在
の
学
界
の
状
況
を
あ
わ
せ
考
え
た
上
で
福
永
氏
の
業
績
を
問
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、

さ

一
、

w
道
家
の
思
想
と
そ
の
開
展
』

　
津
田
の
『
道
家
の
思
想
と
其
の
開
展
』
が
世
に
出
た
の
は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
で
あ
っ
た
。
（
な
お
こ
の
著
作
は
、
一
九
三
九
年
に
再

刊
さ
れ
た
際
に
、
書
名
の
「
開
展
」
が
「
展
開
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
）
さ
て
、
こ
の
書
を
こ
こ
で
取
上
げ
る
の
は
、
福
永
氏
が
福
井
氏
の
反
論
の

冒
頭
に
こ
の
書
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
福
永
氏
も
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
の
研
究
家
で
あ
り
、
津
田
か
ら
福
永
氏
に
至

る
時
代
の
道
家
の
研
究
史
を
振
返
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
思
想
史
に
お
け
る
津
田
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
（
な
お
、
こ
こ
で
「
道
家
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
津
田
と
福
永
氏
と
の
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
見
る
た
め
で
あ
っ
て
、

「
道
教
」
と
「
道
家
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
り
、
あ
る
い
は
こ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
た
め
で
は
な
い
）

　
な
お
、
こ
の
時
代
の
道
家
研
究
に
つ
い
て
は
、
町
田
三
郎
氏
が
発
表
し
た
「
明
治
以
降
に
お
け
る
道
家
思
想
史
研
究
」
（
哲
学
年
報
第
四

十
七
輯
　
一
九
八
八
年
二
月
九
州
大
学
文
学
部
）
に
も
考
察
が
あ
る
。
津
田
の
著
作
の
背
景
及
び
評
価
に
つ
い
て
は
、
中
国
思
想
史
研
究
の
立

場
か
ら
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
も
参
考
に
し
て
見
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
福
永
氏
の
『
道
家
の
思
想
と
其
の
開
展
』
へ
の
評
価
は
、
「
津
田
左
右
吉
博
士
と
道
教
」
の
冒
頭
近
く
の
次
の
文
に
示
さ
れ
て
い

る
。　

〈
…
…
当
時
、
京
都
大
学
で
『
荘
子
』
を
テ
ー
マ
に
卒
業
論
文
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
私
は
、
こ
の
書
を
買
い
求
め
て
兎
も
角
も
一
お

　
う
通
読
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
書
が
「
道
家
の
思
想
」
を
思
想
哲
学
と
し
て
、
す
な
わ
ち
老
荘
の
説
く
”
道
”
の
思
想
哲
学
を
思
想
哲

・
学
そ
れ
自
体
と
し
て
、
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
”
道
”
の
思
想
哲
学
を
思
想
家
・
哲
人
の
内
面
性
も
し
く
は
内
的
欲
求
に
注
目
し
て
、

　
つ
ま
り
思
想
家
・
哲
人
の
”
心
”
に
即
し
て
問
題
を
検
討
考
察
し
よ
う
と
す
る
著
作
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
再
読
す
る
こ
と
を
止
め

　
て
し
ま
っ
た
〉

こ
こ
に
は
、
津
田
を
批
評
す
る
と
同
時
に
、
福
永
氏
の
「
道
家
」
に
対
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
的
を
『
荘
子
』
に
絞
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り
、
『
荘
子
』
に
つ
い
て
の
津
田
の
見
解
を
『
道
家
の
思
想
と
其
の
開
展
』
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
た
い
。
津
田
は
『
荘
子
』
の
書
を
考
察
し

て
、
次
の
如
き
結
論
に
達
す
る
。

　
〈
か
う
考
え
て
来
る
と
、
「
荘
子
」
は
蕾
に
そ
れ
を
一
篇
づ
、
に
切
り
離
し
て
取
扱
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
そ
れ
を
分

　
解
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
思
想
を
説
き
一
つ
く
の
物
語
を
述
べ
て
あ
る
短
い
一
節
づ
＼
の
も
の
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

　
も
、
お
の
つ
か
ら
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
〉

ま
た
、
現
在
の
『
荘
子
』
の
原
本
に
当
る
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
、

　
〈
従
っ
て
、
今
日
で
は
「
荘
子
」
の
原
本
は
「
老
子
」
の
後
に
世
に
現
は
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
説
い
て
あ
っ
た
思
想
に
は
、
今
の
「
荘

　
子
」
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
を
得
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
〉

と
述
べ
る
。
そ
し
て
人
と
し
て
の
荘
子
に
つ
い
て
は
、

　
〈
…
…
も
し
余
を
し
て
少
し
く
二
半
の
言
を
な
さ
し
め
る
な
ら
ば
、
余
は
荘
子
も
ま
た
烏
有
先
生
の
一
人
で
あ
ら
う
と
い
ひ
た
い
。
道

　
家
の
宗
師
と
せ
ら
れ
た
老
子
が
既
に
実
在
の
人
で
無
く
、
関
伊
子
も
ま
た
後
に
い
ふ
よ
う
な
列
子
も
、
同
様
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
家

　
の
学
者
は
好
ん
で
其
の
主
張
を
亡
是
公
に
仮
託
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
〉

と
記
す
。
以
上
極
め
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
津
田
の
『
荘
子
」
に
対
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
た
と
思
ヶ
。

　
一
方
、
福
永
氏
は
、
『
荘
子
』
（
一
九
五
六
年
、
「
中
国
古
典
選
」
朝
日
新
聞
社
）
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、

　
〈
…
…
こ
の
内
篇
が
『
荘
子
』
の
原
本
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
及
び
そ
の
中
で
も
特
に
町
鳶
遊
・
斉
物
論
の
二
篇
が
、

　
最
も
古
い
『
荘
子
』
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
学
者
の
意
見
は
大
体
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
尤
も
、
厳
密
に
検
討
す

　
れ
ば
、
内
篇
の
中
に
も
後
か
ら
附
け
加
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
部
分
が
少
く
な
い
が
、
私
の
こ
の
訳
解
で
は
強
い
て
こ
の
問
題
に
は
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む
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む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
む

　
触
れ
ず
、
内
篇
全
部
を
一
お
う
荘
周
の
原
作
と
見
な
す
立
場
を
と
っ
て
、
思
想
的
に
甚
だ
し
く
不
都
合
な
部
分
に
限
っ
て
、
こ
の
問
題

　
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
）
〉
（
傍
点
佐
藤
）

と
述
べ
、
ま
た
、
『
荘
子
一
古
代
中
国
の
実
存
主
義
1
』
（
一
九
六
四
年
、
中
公
新
書
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、

　
〈
…
…
内
篇
を
比
較
的
古
い
部
分
と
す
る
こ
と
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
初
め
の
二
篇
、
「
遣
遙
遊
篇
」
と
「
斉
物
論
篇
」
を
荘
周
本
来
の

　
思
想
と
す
る
点
で
は
、
学
者
の
意
見
は
だ
い
た
い
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
も
ま
た
そ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
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し
か
し
、
最
近
の
私
は
む
し
ろ
内
・
外
・
雑
篇
の
形
式
的
な
区
別
を
重
視
す
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
枠
を
は
ず
し
た
全
体
の
中
で
荘

　
ロ
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子
的
な
哲
学
の
本
質
的
な
も
の
を
選
択
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
る
〉
（
傍
点
佐
藤
）

と
述
べ
る
。
な
お
前
書
は
、
『
荘
子
』
内
篇
の
注
釈
書
で
あ
り
、
の
ち
に
外
・
雑
器
も
書
き
足
さ
れ
た
が
、
内
篇
執
筆
の
段
階
で
は
く
だ
か

ら
私
の
こ
の
訳
解
は
、
一
お
う
『
内
篇
』
だ
け
を
そ
の
対
象
と
し
て
、
『
外
篇
』
『
雑
篇
』
は
省
略
し
た
。
『
内
篇
』
だ
け
で
『
荘
子
』
の
思

想
の
何
た
る
か
は
、
充
分
に
理
解
ざ
れ
る
で
あ
ろ
う
〉
（
「
解
説
」
）
と
あ
る
よ
う
に
『
内
篇
』
だ
け
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一

方
、
後
書
は
、
T
l
古
代
中
国
の
実
存
主
義
i
」
と
副
題
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
の
荘
周
を
実
存
主
義
者
と
し
て
と
ら
え
、

外
・
雑
篇
の
資
料
を
も
駆
使
し
て
荘
周
の
生
き
ざ
ま
を
伝
記
風
に
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
書
は
研
究
書
と
し
て
で
は
な
く
、

筆
者
が
「
あ
と
が
き
」
で
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
〈
私
の
『
荘
子
』
〉
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
書
は
好
評
を
博
し
一
九
八

六
年
四
月
の
時
点
で
四
十
四
版
を
重
ね
て
い
る
。

　
さ
て
、
福
永
氏
の
こ
れ
ら
の
書
を
評
価
す
る
前
に
、
町
田
氏
の
見
解
も
踏
ま
え
て
昭
和
期
の
道
家
思
想
研
究
史
を
振
返
っ
て
み
た
い
。

津
田
が
『
道
家
の
思
想
と
其
の
開
展
』
（
一
九
二
七
年
）
を
著
し
た
前
年
に
、
実
は
武
内
義
雄
の
『
老
子
原
始
』
が
出
版
さ
れ
、
．
同
年
に
は

『
老
子
の
研
究
』
が
出
さ
れ
て
い
る
。
津
田
の
著
作
が
、
武
内
の
著
作
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
町
田
氏
も
触
れ

て
い
る
よ
う
に
、
武
内
が
『
老
子
』
の
中
で
有
田
の
部
分
の
古
さ
を
説
く
の
に
対
し
、
津
田
は
、

　
〈
押
韻
及
び
其
の
他
の
修
辞
上
の
形
式
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
後
人
が
い
く
ら
で
も
模
倣
し
得
ら
れ
る
も
の
、
或
は
寧
ろ
模
倣
し
易
き

　
も
の
、
で
あ
る
こ
と
も
考
へ
る
が
よ
い
（
だ
か
ら
、
原
作
に
あ
っ
た
も
の
か
後
人
の
添
加
し
た
も
の
か
は
、
か
＼
る
外
形
に
よ
ら
ず
し
て
思
想
の
内

　
容
か
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
〉

と
述
べ
る
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
の
『
「
老
子
」
の
研
究
法
に
つ
い
て
』
に
は
、

　
〈
或
は
ま
た
押
韻
の
有
無
を
重
要
視
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
作
で
あ
る
か
な
い
か
を
簡
射
し
よ
う
と
い
ふ
考
へ
か
た
も
あ
る
や
う
で
あ

　
る
が
、
何
故
に
そ
れ
が
簡
別
の
標
準
に
な
る
か
の
根
拠
が
明
か
に
な
っ
て
み
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
〉

と
あ
り
、
武
内
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
さ
て
、
町
田
氏
の

　
く
武
内
・
津
田
は
、
い
ま
や
批
判
的
に
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
点
に
今
日
で
は
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
所
説

「
2
2
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を
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
そ
れ
と
知
ら
ず
に
研
究
上
の
恰
も
一
素
材
・
常
識
と
し
て
用
い
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
用
い
ら
れ
方
が

　
現
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
両
者
の
業
績
の
真
の
偉
大
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
〉

と
い
う
発
言
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
以
後
の
学
界
は
、
両
者
の
影
響
を
受
け
、
こ
の
二
人
の
学
説
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
両
者
の
学
説
の
受
容
の
さ
れ
方
は
、
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
評
価
に
つ
い
て
は
、
特
に
津
田
に
対
し
て
微

妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
は
戦
後
の
中
国
学
の
一
つ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
後
の
展
開
を
、
ま
た
『
荘
子
』
に
戻
っ
て
見
て
み
る
と
、
武
内
が
迫
遙
遊
・
斉
物
論
・
養
生
主
・
大
宗
師
の
各
篇
に
眼
目
が
あ
る
（
『
老

子
と
荘
子
』
）
と
し
て
い
る
の
を
発
展
さ
せ
、
金
谷
治
氏
は
、
『
「
荘
子
」
内
篇
に
つ
い
て
』
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
）
の
中
で
は
、
『
荘
子
』

内
篇
各
篇
の
主
要
部
分
、
内
篇
全
体
の
約
三
分
の
二
に
相
当
す
る
部
分
を
『
荘
子
』
の
原
初
の
思
想
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
福
永
氏
自

身
も
、
〈
…
…
こ
の
内
篇
が
『
荘
子
』
の
原
本
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
及
び
そ
の
中
で
も
特
に
洋
島
遊
・
斉
物
論
の
二
篇
が
、

最
も
古
い
『
荘
子
』
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
学
者
の
意
見
は
大
体
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〉
と
は
か
ら
ず
も
述
べ
た
よ

う
に
、
い
わ
ば
武
内
流
の
考
え
が
学
界
の
主
流
を
占
あ
て
い
る
の
が
、
福
永
氏
の
発
言
の
時
代
か
ら
現
在
を
も
含
あ
て
の
状
況
と
い
え
る
。

　
一
方
、
津
田
は
、
武
内
と
対
照
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
津
田
を
踏
ま
え
た
研
究
と
い
う
も
の
億
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
松
本

雅
明
氏
が
、
『
中
国
古
代
に
お
け
る
自
然
思
想
の
展
開
』
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
著
書
は
一
九
七
三
年
発
行
で
あ
る
が
、
こ
の
書
の
「
松
本

雅
明
博
士
還
暦
記
念
出
版
会
」
の
記
し
た
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
三
年
に
完
成
し
、
東
京
で
刊
行
の
運
び
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九

四
五
年
の
空
襲
で
灰
儘
に
帰
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
偶
然
に
も
そ
の
ゲ
ラ
刷
り
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
数
奇
な
運
命
を
持
つ
も

の
で
あ
り
、
完
成
と
出
版
と
の
間
に
は
三
十
年
も
の
空
白
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
松
本
氏
は
、
こ
の
書
の
中
で
津
田
の
『
道
家
の

思
想
と
そ
の
開
展
』
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
、
『
荘
子
』
に
つ
い
て
は
七
箇
条
の
疑
問
点
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
、
二
を
挙
げ
て
み
る
と
、

　
〈
津
田
博
士
は
、
原
本
『
荘
子
』
を
『
老
子
』
と
同
じ
語
録
で
あ
る
と
想
像
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
論
拠
は
存
在
し
な

　
い
。
『
荘
子
』
が
硝
子
の
時
代
に
語
録
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
わ
つ
か
の
間
に
亡
侠
し
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
よ
り
、
語
録
な
る
も
の
が

　
は
じ
あ
か
ら
存
在
せ
ず
、
た
め
に
語
録
的
な
引
用
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
、
と
し
た
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
は
ち
最
初
か
ら
語

　
録
的
性
格
を
も
た
ず
、
空
想
的
説
話
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
み
た
、
と
し
て
も
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
〉
（
3
）

　
〈
最
後
に
津
田
博
士
の
方
法
論
は
、
『
荘
子
』
を
短
い
一
節
つ
つ
に
分
解
し
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
意
を
見
失
ひ
、
か
へ
っ
て

F
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異
っ
た
思
想
を
附
託
す
る
お
そ
れ
が
な
い
で
あ
ら
う
か
。
少
く
と
も
『
荘
子
』
の
一
章
も
し
く
は
一
説
話
は
、
連
関
を
も
っ
て
書
か
れ

　
て
る
る
と
思
は
れ
る
か
ら
〉
（
7
）

と
あ
る
。
松
本
氏
の
最
終
的
結
論
は
、
『
荘
子
』
の
原
初
思
想
は
、
現
在
の
斉
物
論
篇
の
前
半
部
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
点

を
総
合
す
る
と
、
松
本
氏
は
津
田
の
批
判
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
は
、
従
来
の
常
識
的
な
考
え
、
あ
る
い
は
武
内
流
の
考

え
と
い
え
る
か
も
い
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
津
田
の
考
え
と
折
衷
さ
せ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
松
本
氏

は
津
田
を
踏
ま
え
津
田
を
超
え
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
津
田
を
超
え
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
今
一
度
ま
と
め
て
み
る
と
、
最
近
の
道
家
研
究
は
武
内
・
津
田
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
両
者
の
受
容
の
さ

れ
方
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
武
内
の
考
え
は
（
学
界
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
）
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
津
田
の
方
に
つ

い
て
言
え
ば
徹
底
的
に
批
判
な
り
継
承
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
中
国
学
の
分
野
の
み
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
武

内
・
津
田
へ
の
評
価
は
妥
当
で
あ
る
し
、
道
家
を
あ
ぐ
る
学
界
の
展
望
に
つ
い
て
の
町
田
氏
の
見
解
は
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
津
田
の

業
績
を
中
国
学
に
限
ら
ず
、
日
本
古
代
史
等
の
業
績
お
よ
び
そ
の
評
価
を
考
え
合
わ
せ
た
場
合
、
ま
た
別
の
状
況
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
古
代
史
に
お
け
る
津
田
の
受
容
は
、
中
国
学
の
場
合
に
比
べ
か
な
り
異
っ
た
一
面
を
見
せ
て
い
る
。

［
2
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二
、
日
本
学
と
中
国
学
と
で
の
津
田
の
評
価

　
津
田
が
『
道
家
の
思
想
と
其
の
開
展
』
を
著
し
た
の
は
一
九
二
七
年
九
月
、
五
三
歳
の
時
で
あ
る
が
、
津
田
の
日
本
古
代
史
の
成
果
は
、

－
『
神
代
史
の
新
ら
し
い
研
究
』
（
一
九
一
三
年
）
、
『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
新
研
究
』
（
一
九
一
九
年
）
、
『
日
本
上
代
史
研
究
』
（
一
九
三
〇

年
）
、
『
上
代
日
本
の
社
会
及
び
思
想
』
（
一
九
三
一
二
年
）
と
『
展
開
』
を
挾
む
時
期
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
左
伝
の
思
想
史
的
研

究
』
は
一
九
三
五
年
刊
で
あ
り
、
儒
教
の
一
連
の
研
究
も
こ
の
時
期
に
当
る
も
の
が
多
い
。
明
治
維
新
の
解
明
に
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
を

知
る
た
め
に
よ
り
以
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
に
つ
き
あ
た
り
、
さ
ら
に
日
本
を
知
る
た
め
に
満
鮮
か
ら

中
国
へ
と
研
究
を
進
あ
た
彼
に
と
っ
て
は
、
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
に
用
い
た
方
法
も
、
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
に
用
い
た
方
法
も
、

基
本
的
に
は
原
典
の
徹
底
的
批
判
と
い
う
こ
と
で
貫
か
れ
て
い
る
。



　
さ
て
、
津
田
の
評
価
と
な
る
と
様
々
の
問
題
を
含
み
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
幾
つ
か
の
専
著
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
人
と
思

想
・
津
田
左
右
吉
』
上
田
正
昭
編
（
＝
＝
書
房
・
一
九
七
四
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
中
か
ら
津
田
の
上
代
史
に
対
す
る
評
価
を
見
て
み
た

い
。
ま
ず
上
田
正
昭
氏
は
「
津
田
史
学
の
本
質
と
課
題
」
に
お
い
て
、

　
〈
今
日
で
も
、
日
本
の
古
代
史
や
神
話
の
問
題
を
い
や
し
く
も
科
学
的
に
行
わ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
津
田
史
学
の
方
法
と
結
論
を
素

　
通
り
し
て
前
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
思
想
の
展
開
（
中
で
も
儒
学
・
国
学
の
問
題
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
）
や
文
学
の
性
格

　
を
い
や
し
く
も
歴
史
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
時
に
は
、
津
田
史
学
が
な
し
と
げ
た
水
準
を
顧
慮
せ
ず
し
て
十
分
な
み
の
り
を
あ
げ
る
こ

　
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
戦
後
こ
の
方
面
の
諸
研
究
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
津
田
史
学
の
批
判
的
摂
取
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
、
そ
の
こ

　
と
を
何
よ
り
も
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
〉
（
一
九
五
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
を
再
録
）

と
述
べ
る
。
ま
た
井
上
光
貞
は
、
「
日
本
古
代
史
と
津
田
左
右
吉
」
の
中
で
、

　
〈
私
は
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
津
田
左
右
吉
の
一
般
的
評
価
の
、
大
き
く
二
転
、
三
転
し
て
こ
ん
に
ち
に
い
た
っ
た
へ
と
み
る
も

　
の
で
あ
る
。
第
一
期
は
、
そ
の
研
究
が
異
端
視
さ
れ
、
遂
に
は
起
訴
さ
れ
た
「
戦
前
」
で
あ
り
、
第
二
期
は
、
津
田
が
権
力
と
戦
っ
た

　
学
問
的
英
雄
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
学
説
が
記
紀
は
信
ず
る
に
元
り
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
の
古
代
史
の
書
き
か
え
の
た
あ
に
一
面
的
な

　
役
割
を
果
た
し
た
「
戦
後
」
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
期
の
い
ま
、
そ
の
反
動
と
し
て
、
．
津
田
の
学
説
の
時
代
遅
れ
が
強
調
さ
れ
は
じ
あ

　
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
記
紀
や
そ
の
神
話
を
歴
史
的
な
成
立
事
情
か
ら
全
く
切
り
は
な
し
て
自
由
ほ
ん
ぽ
う
に
あ
げ
つ
ら
う
一
種
の
流

　
行
と
み
あ
う
形
で
進
展
し
つ
つ
あ
る
〉
（
一
九
七
二
年
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
を
再
録
）

と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
「
戦
前
」
か
ら
「
戦
後
」
に
か
け
て
の
記
紀
の
研
究
は
、
津
田
の
学
説
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。
井
上
自
身
〈
私
は
右
の
図
式
上
で
い
え
ば
、
さ
し
あ
た
り
津
田
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
に
な
ろ
う
〉
、
〈
私
は
そ
う
い
う

意
味
に
お
い
て
記
紀
研
究
の
上
で
は
、
津
田
氏
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
の
一
人
と
い
う
定
義
を
甘
ん
じ
て
う
け
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
と
お

も
っ
て
い
る
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、
記
紀
に
お
い
て
は
津
田
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
い
う
言
葉
が
口
に
の
ぼ
る
ほ
ど
、
層
津
田
流
の
考
え
は
継

承
も
さ
れ
、
批
判
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
眼
を
再
び
中
国
学
に
転
じ
て
み
た
い
。
確
か
に
中
国
学
の
分
野
で
も
津
田
を
継
承
し
た
り
、
あ
る
い
は
信
奉
す
る
人
が

い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
津
田
が
特
に
関
心
を
持
，
っ
て
研
究
を
進
め
た
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
あ
る
い
は
、
『
論
語
』
や
『
左
伝
』

一
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に
お
い
て
は
、
従
来
の
学
説
、
あ
る
い
は
武
内
の
学
説
と
の
折
衷
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
は
あ
っ
て
も
、
記
紀
の
研
究
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
徹
底
的
な
文
献
批
判
を
受
継
い
だ
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
中
国
学
に
お
い
て
は
津
田
流
の
考
え
は
決
し
て
主
流
で
は
な
く
、
日
本

古
代
史
と
は
別
の
方
面
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
現
象
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
が
、
確
か
に
中
国
学
に
お
け
る
研
究
の
「
遅
れ
」
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
中
国
学
に
お
い
て
は
記
紀
の
研
究
と
異
な
り
、
文
献
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
気
運
が
な
か
っ
た
と
い
う
面
が
指
摘

で
き
る
。
あ
る
い
は
逆
に
日
本
古
代
史
の
特
殊
事
情
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
戦
争
を
境
に
し
て
、
記
紀
の
信
奉
か
ら
そ
れ

の
否
定
に
転
じ
、
さ
ら
に
歴
史
書
と
し
て
の
再
評
価
、
と
で
も
い
う
べ
き
風
潮
の
転
換
が
み
ら
れ
、
そ
の
中
で
研
究
が
進
ん
で
い
っ
た
と

い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
同
時
に
古
代
史
ブ
ー
ム
が
生
ま
れ
、
専
門
家
・
非
専
門
家
を
問
わ
ず
研
究
者
の
数
が
増
大

し
数
多
く
の
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
，
方
、
記
紀
の
研
究
と
単
純
に
比
べ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
の
、
・
中
国
学
に
お
い
て
は
記
紀
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
衝
激
的
」
な

動
機
が
な
か
っ
た
こ
と
、
研
究
者
の
絶
対
数
が
は
る
か
に
少
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
比
べ
て
一
つ
の
書
を
研
究
す
る
に
も
そ
れ
に
関
し
て
読

む
べ
き
文
献
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
、
戦
後
中
国
と
国
交
が
断
絶
し
た
時
期
も
あ
り
正
確
な
情
報
の
蒐
集
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

に
、
中
国
学
の
研
究
の
停
滞
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
直
接
の
原
因
で
は
な
い
に
し
て
も
、
松
本
氏
の
著
書
の
出
版
が
三
十
年
遅
れ

た
こ
と
は
、
あ
た
か
も
こ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
ハ
福
永
氏
の
『
荘
子
』
を
評
価
し
て
み
た
い
。
福
永
氏
は
実
存
主
義
で
『
荘
子
』
を
料
理
し
た
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
福
永
氏
個
人
の
『
荘
子
』
で
あ
り
、
確
か
に
福
永
『
荘
子
』
は
好
評
を
博
し
多
く
の
人
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
学

問
的
に
評
価
す
る
に
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
福
永
『
荘
子
』
で
は
、
内
・
外
・
雑
篇
を
問
わ
ず
、
荘
子
に
関
す
る
記
事
を
集

あ
て
、
荘
周
の
行
状
を
作
り
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
荘
周
に
関
す
る
説
話
の
多
く
を
無
条
件
に
事
実
、
ま
た
は
事
実
に
基
づ
く
と
す

る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
荘
周
と
奮
起
が
登
場
す
る
説
話
で
は
、
両
者
が
対
面
し
問
答
を
交
し
、
常
に
荘
園
の
勝
利
に
終
る
が
、

こ
れ
を
す
べ
て
実
際
の
出
来
事
と
考
え
る
よ
り
は
、
類
型
化
さ
れ
た
話
が
創
作
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
方
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と

も
か
く
も
福
永
氏
が
『
道
家
の
思
想
と
其
の
開
展
』
を
く
…
…
”
道
”
の
思
想
哲
学
を
思
想
家
・
哲
人
の
内
面
性
も
し
く
は
内
的
欲
求
に

注
目
し
て
、
つ
ま
り
思
想
家
・
哲
人
の
”
心
”
に
即
し
て
問
題
を
検
討
考
察
し
よ
う
と
す
る
著
作
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
再
読
す
る
こ

［
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と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
〉
と
批
判
し
た
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

福
永
『
荘
子
』
は
、
原
典
批
判
の
上
に
築
か
れ
た
学
問
的
著
述
と

三
、
日
本
文
化
と
道
教

ω
　
日
本
文
化
と
東
ア
ジ
ア

　
『
日
本
の
道
教
遺
跡
』
は
、
同
名
の
新
聞
の
連
載
記
事
に
手
を
加
え
本
に
ま
と
あ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
部
に
「
道
教
に
つ
い

て
」
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
福
永
氏
が
質
問
に
対
し
て
答
え
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
”
渡
来
人
の
神
々
”
と
い
う
項
目
の
質
問
と

答
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
〈
　
遣
階
・
遣
唐
使
が
古
代
日
本
の
宗
教
文
化
に
影
響
を
与
え
た
の
は
事
実
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
が
与
え
た

　
　
　
影
響
は
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
の
人
た
ち
が
持
っ
て
い
た
宗
教
と
い
う
も
の
を
考
え
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見

　
　
　
が
あ
り
ま
す
が
…
…
。

　
　
確
か
に
朝
鮮
に
は
北
方
系
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
も
の
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
古
代
日
本
の
宗
教
文
化
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど

　
大
き
な
影
響
は
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
朝
鮮
の
人
た
ち
が
日
本
に
伝
え
て
く
れ
た
宗
教
文
化
億
、
仏
教
学
が
そ
の
こ
と

　
を
典
型
的
に
示
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
根
幹
は
や
は
り
中
国
の
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
も
た
ら
し
た
仏

　
教
文
献
は
す
べ
て
中
国
語
で
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
漢
訳
仏
典
で
あ
り
、
朝
鮮
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
い
わ

　
ゆ
る
弥
生
式
文
化
、
す
な
わ
ち
銅
鉄
の
金
属
文
化
と
水
田
稲
作
農
耕
と
金
属
製
器
具
を
用
い
る
沿
海
漁
労
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

　
碧
雲
〇
〇
年
～
後
三
〇
〇
年
の
新
し
く
縄
文
式
文
化
に
代
わ
る
文
化
も
、
そ
の
源
流
は
中
国
に
あ
り
、
中
国
で
開
発
さ
れ
た
も
の
と
い

　
わ
ざ
る
を
棲
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
弥
生
式
文
化
を
守
護
し
鎮
守
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
た
ち
と
そ
の
祭
祀
も
、
文
化
そ
の
も
の

　
が
中
国
成
立
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
原
型
は
多
く
の
場
合
、
中
国
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
〉

福
永
氏
は
、
こ
の
後
に
様
々
の
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
、

　
〈
私
は
こ
の
事
実
を
最
近
は
次
の
よ
う
な
讐
え
で
説
明
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
”
神
輿
を
か
つ
い
で
古
代
の
日
本
に
渡
来
し
て
く

「
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れ
た
の
は
確
か
に
朝
鮮
の
人
た
ち
で
あ
り
ま
し
た
が
、
神
輿
そ
の
も
の
は
、
中
の
御
神
体
も
含
め
て
基
本
的
に
は
中
国
の
も
の
で
あ
り

　
ま
し
た
”
と
。
古
代
日
本
の
宗
教
思
想
文
化
を
東
ア
ジ
ア
的
な
視
野
に
も
と
づ
い
て
検
討
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
中
国
宗
教
思
想

　
史
の
専
門
研
究
者
で
あ
る
私
は
、
中
国
宗
教
思
想
史
の
専
門
研
究
者
で
あ
る
が
た
あ
の
故
か
、
以
上
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を

　
得
ま
せ
ん
〉

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ぽ
朝
鮮
半
島
の
文
化
の
独
自
性
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
朝
鮮
半
島
を
中
国
か
ら
日
本
へ
の
文

化
の
通
過
点
と
し
て
の
み
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
朝
鮮
の
宗
教
思
想
文
化
を
も
っ
と
肯
定
的
に
見
る
見
方
も
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
は
『
道
教
　
第
三
巻
　
道
教
の
伝
播
』
（
平
河

出
版
社
　
一
九
八
三
年
）
の
中
の
都
胱
淳
氏
の
「
韓
国
の
道
教
」
の
記
述
に
触
れ
て
み
た
い
。
氏
は
記
述
の
中
で
韓
国
の
学
界
の
道
教
研
究
を

展
望
し
、
〈
…
…
一
部
の
学
者
の
間
に
は
韓
国
文
化
の
中
で
原
生
的
に
発
生
さ
れ
た
道
教
的
文
化
を
全
然
認
あ
ず
、
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く

中
国
道
教
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
傾
向
も
あ
る
〉
と
批
判
す
る
が
、
氏
自
身
の
態
度
は
例
え
ば
次
に
示
さ
れ
る
が
ご
と
き
も

の
で
あ
る
。

　
〈
道
教
の
中
軸
思
想
は
「
神
仙
思
想
」
で
あ
る
が
「
神
仙
思
想
」
そ
れ
自
体
は
韓
国
の
原
始
的
、
固
有
思
想
で
あ
っ
た
。
道
教
は
中
国

　
の
信
仰
・
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
代
韓
国
に
伝
播
・
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
神
仙
思
想
」
は
韓
国
で
原
発
的
に
発
祥
さ
れ
た

　
韓
国
の
主
体
的
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
代
外
来
の
三
教
を
受
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
お
い
て
そ
の
温
床
的
地
盤
に
な
っ
た

　
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
中
国
神
仙
思
想
の
韓
国
の
伝
来
は
は
じ
あ
か
ら
逆
輪
入
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
〉

と
。
こ
こ
で
は
朝
鮮
半
島
の
宗
教
文
化
を
独
自
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
福
永
氏
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
福
永
氏
は
、
し
き
り
に
道
教
と
日
本
文
化
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
か
、
江
南
の
宗
教
と
古
代
の
日
本
が
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
が
、
朝
鮮
半
島
の
文
化
や
遺
跡
の
中
に
日
本
文
化
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
な
ど
は
、
恐
ら
く
無
数
に
あ
る
で
あ
ろ
う
に
そ

れ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
著
書
の
目
的
が
、
中
国
の
道
教
信
仰
と
日
本
文
化
の
関
係
を
説
く

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
触
れ
ら
れ
な
く
て
も
当
然
で
あ
る
と
言
え
ば
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
つ
し
か
し
、
例
え
ば
石
上
神
宮
の
七
賢

刀
を
『
周
易
参
同
契
』
の
錬
金
術
理
論
を
器
物
に
し
た
も
の
と
し
て
江
南
の
道
教
に
結
び
つ
け
、

　
〈
…
…
石
上
神
宮
の
七
支
刀
と
い
う
の
は
、
私
の
推
定
で
は
、
江
南
の
東
晋
王
朝
で
泰
和
四
年
（
三
六
九
）
の
こ
ろ
、
戦
争
祈
願
の
呪
物

一
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と
し
て
造
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
来
朝
し
た
百
済
国
の
使
者
に
御
下
賜
餐
と
し
て
贈
ら
れ
、
東
晋
か
ら
下
賜
さ
れ
た
百
済
国
が

　
今
度
は
日
本
国
に
そ
れ
を
贈
っ
た
、
そ
れ
が
現
在
石
上
神
宮
に
宝
蔵
さ
れ
て
い
る
七
連
単
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
〉
（
「
古
代
日
本
と
江

　
南
の
道
教
」
『
道
教
と
古
代
日
本
』
所
収
）

と
述
べ
る
に
至
っ
て
は
、
百
済
を
単
に
中
国
文
化
の
中
継
地
と
し
て
の
み
と
ら
え
、
そ
の
文
化
を
過
小
に
評
価
し
、
そ
の
多
く
を
中
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

帰
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
戦
後
間
も
な
く
公
に
さ
れ
た
江
上
波
夫
氏
の
”
騎
馬
民
族
国
家
説
”
が
、
学
説
の
正
否
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
学
説
を
避
け
て

は
日
本
古
代
史
を
語
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
市
民
権
を
得
た
今
日
の
状
況
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
半
島
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
は
騎
馬
民
族

が
活
躍
し
た
諸
地
域
、
あ
る
い
は
日
本
の
東
方
・
南
方
に
位
置
す
る
地
域
と
の
関
係
を
日
本
古
代
文
化
史
の
研
究
に
お
い
て
は
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
福
永
氏
の
場
合
は
、
中
国
の
道
教
と
日
本
文
化
の
二
点
の
み
に
注
目
し
、
そ
の
関
連
性
を
追
究
す
る
と
い
う
形
式
で
問

題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
た
と
え
中
国
宗
教
思
想
史
の
専
門
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
日
本
古
代
文
化
を

述
べ
る
に
当
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
な
い
な
ら
ば
一
面
的
な
見
方
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

ω
　
日
本
文
化
の
独
自
性
と
の
関
係

「
2
9一

　
先
ほ
ど
引
用
し
た
都
砒
淳
氏
の
場
合
、
中
国
道
教
が
朝
鮮
半
島
に
入
っ
て
き
た
か
ど
う
か
考
え
る
に
当
っ
て
、
朝
鮮
半
島
に
本
来
あ
っ

た
宗
教
信
仰
と
の
関
係
を
重
視
す
る
立
場
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
福
永
氏
の
道
教
に
関
し
て
の
一
連
の
著
作
を
読
ん
で
印
象
を
受
け
る

こ
と
は
、
日
本
古
来
の
宗
教
信
仰
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
古
代
の
遺
物

や
記
録
の
中
に
、
道
教
と
近
似
し
て
い
る
宗
教
信
仰
を
見
い
だ
し
嵩
そ
の
起
源
を
道
教
に
求
め
る
こ
と
に
の
み
終
始
し
て
お
り
、
受
容
の

み
を
言
う
ば
か
り
で
、
古
代
日
本
文
化
の
独
自
性
に
つ
い
て
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
「
八
角
古
墳
と
八
稜
鏡
」
（
『
道
教
と
日
本
文
化
』
所
収
）
の
中
な
ど
で
、
飛
鳥
の
地
に
幾
つ
か
の
八
角
形
の
古
墳
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
伊
勢
神
宮
の
鏡
を
八
稜
鏡
と
推
測
し
て
、
そ
れ
を
中
国
の
道
教
の
文
献
の
中
よ
り
「
八
」
に
関
係
の
あ
る
記
述
を
指
摘
し
そ
れ
と
関

連
づ
け
て
い
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
道
教
の
影
響
を
受
け
た
と
か
、
道
教
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か

疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
A
と
い
う
地
域
の
文
化
と
B
と
い
う
地
域
の
文
化
と
の
間
に
、
同
一
の
も
の
似
た
も
の
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、



そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
は
、
単
純
化
す
れ
ば
、
A
が
B
に
影
響
を
与
え
た
。
B
が
A
に
影
響
を
与
え
た
。
別
個
に

発
達
し
た
も
の
が
結
果
と
し
て
類
似
し
た
。
と
の
お
よ
そ
三
つ
で
あ
る
。
し
か
も
第
三
の
場
合
で
も
、
①
偶
然
の
類
似
、
②
同
じ
文
化
基

盤
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
類
似
、
③
人
類
に
共
通
に
見
ら
れ
る
類
似
、
の
大
き
く
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
「
八
」
と

い
う
数
は
「
卜
。
。
」
で
あ
り
、
ま
た
四
つ
の
方
角
を
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
二
分
す
れ
ば
八
方
角
に
な
る
。
「
八
角
形
」
は
八
方
角
を
形
象
化
し

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
「
八
」
に
仮
に
宗
教
的
な
意
味
を
も
た
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
の
文
化
に
見
ら
れ
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
中
国
が
日
本
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
中
中
が
日
本
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
伝
え
る
側
、
受
け
と
る
側
の
双
方
に
様
々
な
曲
折
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
福
永
氏
の
著
作
を
読
む
と
、
そ

の
部
分
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
二
点
の
結
び
つ
き
し
か
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
ま
た
、
『
日
本
の
道
教
遺
跡
』
は
、
同
名
の
新
聞
記
事
を
も
と
に
し
て
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
三
人
の
共
著
の
形
を
と
り
必
ず
し
も
福

永
氏
の
責
任
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
出
雲
」
の
部
分
の
記
述
に
、

　
〈
…
…
道
教
思
想
を
も
つ
渡
来
人
た
ち
が
次
々
と
出
雲
に
住
み
つ
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
古
代
出
雲
を
考
え
な
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け
れ
ば
、
出
雲
神
話
の
謎
も
、
あ
の
三
百
五
十
八
本
と
い
う
荒
神
谷
遺
跡
出
土
の
銅
剣
の
謎
も
解
け
な
い
気
が
す
る
。
三
百
六
十
と
は
、

　
道
教
で
一
年
を
表
す
聖
な
る
数
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
〉
（
傍
点
佐
藤
）

と
あ
る
。
荒
神
谷
出
土
の
銅
剣
は
あ
く
ま
で
三
百
五
十
八
本
で
あ
っ
て
三
百
六
十
本
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
二
本
失
わ
れ
て
本
来
三
百
六

十
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
三
百
六
十
（
Q
◎
①
O
H
鱒
ω
×
　
Q
o
N
×
α
）
と
い
う
決
し
て
特
殊
と
は
い

え
な
い
数
に
よ
っ
て
、
文
化
の
影
響
を
云
云
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
り
な
　
　
　
あ
め
の
ぬ
　
な
は
ら
の
お
き
の
ま
ひ
と

　
ま
た
、
福
永
氏
は
、
天
武
天
皇
の
謹
が
「
天
職
中
原
流
真
人
」
で
あ
り
、
「
濠
」
が
『
史
記
』
封
禅
書
に
あ
る
「
自
威
、
宣
、
燕
昭

使
人
入
爆
薬
墨
継
、
方
丈
、
溝
州
」
の
「
瀟
州
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
真
人
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
藏
州
に
住
む
二
人
の
上
級
者
を
指
す
も
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お
お
あ
ま
の
み
こ

の
で
、
道
教
の
言
葉
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
説
く
。
「
オ
キ
ノ
マ
ヒ
ト
」
は
恐
ら
く
天
武
天
皇
の
幼
名
の
「
大
海
皇
子
」

に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
「
マ
ヒ
ト
」
も
本
来
は
和
語
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
最
初
に
「
オ
キ
ノ
マ
ヒ
ト
」
と
い
う
名
前

が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
「
瀕
真
人
」
と
い
う
漢
字
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
日
本
で
は
漢
字
の
他
に
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
和
語
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
漢
字
で
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
ど
の
漢
字
を
使
用
す
る
か
と
い
う
選
択
の
問
題
に
な
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る
が
、
あ
る
概
念
に
当
て
は
あ
る
こ
と
が
で
き
る
漢
字
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
使
用
さ
れ
る
漢
字
は
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
和
語
を
二

字
以
上
の
漢
字
で
表
す
場
合
、
従
来
の
中
国
語
に
あ
る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
場
合
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
当
然
も
と
の

中
国
語
と
異
な
る
意
味
に
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
特
に
宗
教
用
語
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
、
中
国
の
概
念
・
現
象
に
似
た
も
の
を
、

同
じ
言
葉
を
使
っ
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
意
味
の
ず
れ
が
生
じ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
ま
た
新
し
く
作
り
出
さ
れ
た
熟
語

の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
中
国
の
言
葉
と
結
果
的
に
一
致
す
る
と
い
う
現
象
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
様
々
な
問
題
も
あ
り
、
「
瀬
真
人
」
と

い
う
文
字
が
使
わ
れ
た
の
は
、
道
教
か
ら
の
連
想
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
と
言
え
て
も
、
そ
れ
が
道
教
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

と
か
、
日
本
に
道
教
が
入
っ
て
き
た
証
拠
で
あ
る
と
か
い
う
の
と
は
、
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
さ

　
福
永
氏
は
他
に
も
記
紀
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
’
－
「
天
皇
」
、
”
八
色
の
姓
”
と
し
て
の
称
号
の
「
真
人
」
・
「
道
師
」
・
あ
る
い
は
「
神

宮
」
・
「
天
宮
」
な
ど
の
語
を
道
教
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
記
紀
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
文
章
化

さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
編
集
さ
れ
た
か
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
福
永
氏
の
一
連
の
著
作
の
中
に
は
、
記
紀
な
ど
の
古
代
の
文
献

を
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か
と
い
う
文
献
批
判
に
つ
い
て
の
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
学
問
的
研
究
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
そ
れ
を
明

確
に
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
言
葉
の
一
致
だ
け
で
は
証
拠
と
し
て
は
充
分
で
あ
る
と
言
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き
み

　
な
お
、
福
永
氏
は
『
万
葉
集
」
の
「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
」
で
始
ま
る
一
連
の
短
歌
に
つ
い
て
、
こ
の
句
の
意
味
を
「
神
人
」
を
表

現
し
た
も
の
と
と
り
道
教
に
由
来
の
あ
る
も
の
と
し
て
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
単
な
る
修
辞
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
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結
び
に
か
え
て

福
永
氏
の
津
田
に
対
す
る
評
価
は
、
「
津
田
左
右
吉
博
士
と
道
教
」
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
福
井
氏
の
再
批
判
「
福
永
教
授
の
反
論
に
つ

い
て
」
に
お
い
て
は
、
福
永
氏
の
津
田
の
見
方
に
対
す
る
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
福
井
氏
の
批
判
は
大
体
に
お
い
て
正
し
い
と
考
え
る
。

こ
こ
で
は
結
び
に
か
え
て
幾
つ
か
を
補
っ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
福
永
氏
が
、
道
教
と
日
本
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
、
福
井
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
影
響
」
一
昌
h
言
8
0
Φ
と
「
借
用
」
げ
。
霞
。
≦
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を
混
同
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
記
紀
の
中
に
道
教
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
接
「
影
響
を
与
え
た
」
と
か
「
密

接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
借
用
」
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
偶
然
の
一
致
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
事
実
と
し
て
は

あ
く
ま
で
も
、
「
記
紀
の
中
に
道
教
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
と
同
じ
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
津
田
の

「
天
皇
考
」
で
は
、
「
天
皇
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
を
中
国
の
古
典
の
中
よ
り
求
あ
、
そ
れ
と
記
紀
と
の
関
係
を
詳
し
く
考
証
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
福
永
氏
の
場
合
、
影
響
論
に
の
み
終
始
し
て
お
り
、
む
し
ろ
津
田
よ
り
後
退
し
た
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
福
永
氏
の
「
道
教
の
定
義
」
が
、
福
井
氏
が
言
う
よ
う
に
酒
井
忠
夫
・
福
井
文
雅
共
著
論
文
の
「
道
教
と
は
何
か
」
に
よ
っ
て
い

る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
福
永
氏
の
場
合
、
専
門
書
の
『
道
教
思
想
史
研
究
』
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
い
て
も
既
に
同
様
の
研
究

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
研
究
者
の
従
来
の
説
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
注
記
し
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
天
武
・
持

統
の
時
代
に
注
目
し
、
宗
教
的
に
特
別
の
意
味
を
持
っ
た
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
近
説
く
人
々
が
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
も
福
永
氏
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
お
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
が
先
人
の
見
解
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
福
永
氏
の
見
解
で
あ
る
か
が
不

　
　
　
　
　
　
　
　

明
確
で
あ
る
。

　
ま
た
、
福
永
氏
は
、
津
田
の
「
日
本
人
と
シ
ナ
人
と
は
全
く
別
の
世
界
の
住
民
で
あ
る
」
・
「
日
本
と
シ
ナ
と
は
別
々
の
文
化
な
り
文

明
な
り
を
も
っ
て
い
る
別
々
の
世
界
で
あ
る
」
の
反
論
と
し
て
、

　
〈
日
本
と
シ
ナ
と
の
戦
争
と
い
う
不
幸
な
事
態
の
渦
中
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
東
南
部
沿
海
地
区
の
シ
ナ
に
一
兵
士
と
し
て
駐
留

　
し
、
そ
の
各
地
を
み
ず
か
ら
の
足
で
歩
き
廻
ら
さ
れ
た
私
は
、
単
な
る
文
献
的
な
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
類
似
と
共
通
性
を
直

　
接
的
に
肌
で
感
じ
身
を
以
て
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
〉

と
述
べ
る
。
福
井
氏
も
、
「
極
め
て
個
人
的
な
、
特
殊
な
一
材
料
で
し
か
な
い
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
戦
争
下
の
そ
の
よ
う
な
特
殊

な
立
場
、
特
殊
な
心
理
状
態
に
お
け
る
体
験
が
、
学
問
と
し
て
”
有
効
”
な
も
の
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
『
日
本
の
道
教
遺
跡
」

は
本
来
新
聞
記
事
で
あ
り
、
福
永
氏
の
結
論
も
“
取
材
”
に
基
づ
く
所
が
多
い
。
”
取
材
”
の
場
合
、
（
読
者
に
読
ま
せ
る
た
め
の
）
記
事
を
作

り
あ
げ
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
あ
り
、
時
間
も
限
ら
れ
、
記
者
の
主
観
に
左
右
さ
れ
学
問
的
方
法
に
よ
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
福
永
氏

の
場
合
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
等
に
よ
る
学
問
的
に
有
効
で
あ
る
体
験
と
、
そ
う
で
は
な
い
体
験
と
の
区
別
に
曖
昧
な
点
が
見
ら
れ
る
。

道
教
研
究
の
よ
う
な
場
合
、
た
と
え
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
行
わ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
の
習
得
は
不
可
欠
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で
あ
る
。

　
ま
た
、
福
永
氏
は
、
例
え
ば
「
墨
子
の
思
想
と
道
教
ー
ー
中
国
古
代
思
想
に
お
け
る
有
神
論
の
系
譜
1
」
（
『
道
教
思
想
史
研
究
』
所
収
）

の
冒
頭
で
、

　
〈
中
国
古
代
の
思
想
史
は
、
『
詩
経
』
や
『
古
経
』
に
見
え
る
最
高
神
「
上
帝
」
（
昊
天
上
帝
、
皇
天
上
帝
、
皇
皇
上
帝
）
を
原
点
に
置
い
て
、

　
そ
の
展
開
の
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
を
整
理
す
る
と
き
、
こ
の
上
帝
の
神
格
を
否
定
し
て
哲
学
的
に
原
理
化
し
、
「
道
」
な
い
し
は
「
天
道
」

　
「
天
理
」
を
説
く
無
神
論
的
な
方
向
と
、
そ
の
上
帝
を
あ
く
ま
で
宗
教
的
な
絶
対
者
と
し
て
肯
定
し
、
人
間
の
「
義
」
〔
道
義
〕
の
根
源

　
と
し
て
の
神
の
「
義
」
を
説
く
有
神
論
的
な
方
向
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
〉

と
説
く
。
福
永
氏
は
、
以
後
の
中
国
思
想
史
を
有
神
論
と
無
神
論
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
思
想
史
を
そ
の

よ
う
な
明
確
な
流
れ
と
し
て
ど
こ
ま
で
と
ら
え
ら
れ
る
か
疑
問
の
残
る
所
で
あ
る
。
　
　
　
、

　
以
上
多
岐
に
渡
っ
た
が
、
一
応
の
結
論
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
中
国
学
と
日
本
古
代
史
の
研
究
は
、
別
々

の
方
面
に
発
達
し
た
。
特
に
中
国
学
の
場
合
、
新
し
い
学
問
に
転
身
す
る
機
会
が
な
く
、
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
過
去
の
伝
統
を

引
き
ず
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
福
永
氏
の
『
荘
子
』
は
好
評
を
博
し
た
が
、
必
ず
し
も
文
献
学
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
今
ま
た
、
福
永
氏
の
道
教
と
日
本
文
化
に
関
す
る
一
，
連
の
著
作
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
学
説
の
盲
点
を
つ
い
た

も
の
で
あ
る
と
は
言
え
て
も
、
学
問
的
に
正
し
い
手
続
き
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
一
方
、
福
永
氏
の
著
作
が
好
評
を
博
し
た
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
氏
の
人
間
的
魅
力
、
視
点
の
つ
け
所
、
人
を
圧
倒
さ
せ
る

論
法
、
巧
み
な
筆
致
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
代
の
人
々
が
求
め
て
い
る
も
の
を
先
取
り
し
て
表
現
し
、
多
く
の
人
々
に
影
響
を

与
え
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
大
い
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
福
永
氏
の
道
教
と
日
本
文
化
に
関
す
る
一
連
の
指
摘
は
、
そ

れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
別
に
し
て
も
、
後
の
人
に
考
察
す
べ
き
材
料
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
り
、
福
永
氏
の
著
作
の
書
か
れ
た
時
代
に

お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
分
野
に
鍬
を
入
れ
た
と
い
う
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　
現
在
専
門
化
が
進
ん
で
い
る
中
で
、
特
に
最
近
道
教
が
注
目
さ
れ
る
の
も
、
従
来
の
研
究
で
覆
い
尽
く
せ
な
い
所
を
道
教
に
求
あ
よ
う

と
す
る
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
一
方
、
極
度
の
専
門
化
の
反
省
か
ら
か
、
学
際
的
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
実
際
、
日

本
古
代
史
を
と
っ
て
も
、
も
は
や
中
国
や
朝
鮮
半
島
及
び
そ
の
近
隣
の
地
域
を
考
慮
に
入
れ
て
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
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来
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
か
つ
て
、
津
田
の
他
に
も
、
白
鳥
庫
吉
・
内
藤
湖
南
・
和
辻
哲
郎
な
ど
が
活
躍
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
日
本
と
中
国
を
含
む
東
洋
学

を
確
立
し
た
。
現
在
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
新
し
い
視
点
に
よ
る
本
格
的
な
東
洋
学
が
希
求
さ
れ
、
ま
た
作
り
あ
げ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
。
福
永
氏
の
場
合
も
、
確
か
に
そ
の
試
み
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
。

　
　
注

（
注
1
）
　
福
永
氏
は
『
石
上
神
宮
の
七
支
刀
』
（
『
道
教
と
古
代
日
本
』
所
収
）
で
、
実
見
を
基
に
表
面
の
銘
文
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
裏
面
に
「
先

　
早
戸
来
迎
有
質
業
、
百
濾
（
済
）
王
世
子
、
奇
生
聖
書
、
故
為
平
幕
留
年
」
と
読
め
る
部
分
が
あ
り
、
「
百
済
王
が
倭
王
の
為
に
造
っ
た
」
と
い
う

　
主
旨
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
□
の
字
の
下
の
部
分
が
日
の
形
で
あ
り
、
「
晋
」
の
字
を
入
れ
、
百
済
が
晋
か
ら
倭
に
七
支
刀
を
取
り
次
い
だ
と
い
う
説

　
　
（
栗
原
朋
信
氏
）
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
や
や
牽
強
付
会
の
感
が
あ
る
。

（
注
2
）
　
な
お
「
道
教
の
定
義
」
と
い
う
こ
と
が
議
論
に
な
っ
て
い
る
が
、
文
科
系
の
学
問
で
い
う
「
定
義
」
は
、
限
ら
れ
た
事
象
か
ら
帰
納
し
て
定

　
め
た
も
の
を
、
今
度
は
逆
に
広
く
演
繹
す
る
と
い
う
傾
向
を
本
来
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
、
矛
盾
が
生
じ
、
「
定
義
」
に
当

　
て
は
ま
ら
な
い
例
外
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
し
ば
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
例
外
に
重
要
な
鍵
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
「
定
義
」
に
拘

　
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
捨
象
し
て
し
ま
い
、
本
質
的
な
も
の
を
見
失
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味

　
で
、
「
定
義
」
を
定
め
る
と
い
う
と
い
う
の
が
、
ど
こ
ま
で
意
味
が
あ
る
か
疑
問
に
感
じ
る
所
で
あ
る
。
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