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国
家
や
民
族
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
、
日
本
人
は
恵
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
日
本
人
論
」
と
い
う
呼
称
が
生
ま
れ
る
ほ

ど
に
、
多
く
の
学
者
が
日
本
研
究
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内
実
は
玉
石
混
交
で
あ
り
、「
研
究
の
氾
濫
」

と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
ら
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
我
々
中
国
の
読
者
が
日
本
人
に
つ
い
て
、
そ
し
て
日
本
社
会
に
つ
い
て
知
る
際
の
基
礎
と

な
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
議
論
の
成
熟
は
、
研
究
の
蓄
積
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
。
対
し
て
、
中
国
人
お
よ
び
中
国
社
会
に
関
す
る

研
究
は
、
数
も
少
な
く
、
比
較
検
討
や
選
別
が
で
き
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
中
国
研
究
の
傑
作
と
し
て
は
、

ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス（A

rthur H
enderson Sm

ith

）の
『
中
国
人
的
性
格
』（Chinese Characteristics

）、
林り
ん

語ご

堂ど
う

の
『
中
国=

文
化
と

思
想
』（M

y Country and M
y People

）、
梁り
ょ
う
そ
う
め
い

漱
溟
の
『
中
国
文
化
要
義
』、
費ひ

孝こ
う

通つ
う

の
『
郷
土
中
国
』、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ュ
ー（Francis 

L. K
. H

su, 

許
烺
光
）の
『
ア
メ
リ
カ
人
と
中
国
人
』（A

m
ericans and Chinese

）、
ジ
ョ
ン
・
キ
ン
グ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク（John K

ing 

Fairbank

）の
『
ア
メ
リ
カ
と
中
国
』（T

he U
nited States and China

）な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
お
気
付
き
の
と
お
り
、

こ
こ
に
挙
げ
た
書
籍
の
多
く
は
海
外
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
中
国
論
を
知
る
中
国
人
は
決
し
て
多
い
と

は
言
え
ず
、
後
に
中
国
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
と
は
い
え
、
影
響
力
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
。
中
国
国
内
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
梁

漱
溟
の
書
は
、
中
国
理
解
に
比
較
的
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
が
、
内
容
は
、
近
代
の
中
国
人
が
繰
り
返
し
議
論
し
て
き
た
文
化
論

を
中
心
と
し
て
お
り
、
人
や
社
会
に
関
し
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
様
に
中
国
語
で
書
か
れ
た
費
孝
通
の
書
は
、
彼
が

授
業
や
講
演
で
述
べ
た
内
容
を
整
理
し
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
体
系
性
に
欠
け
る
。

　

い
っ
た
い
な
ぜ
、
中
国
人
お
よ
び
中
国
社
会
に
関
す
る
研
究
書
は
か
く
も
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
的
な
要
因
と
し
て
は
、
中
国
の

歴
史
が
あ
ま
り
に
も
長
く
、
王
朝
の
交
替
を
繰
り
返
し
、
国
土
も
広
大
で
あ
る
こ
と
、
多
く
の
少
数
民
族
を
か
か
え
、
異
な
る
文
化
が
融
合
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し
、
様
々
な
思
想
学
派
が
並
び
立
ち
、
独
特
な
近
代
化
を
経
て
き
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
広
大
で
多
様
性
を
孕

ん
だ
中
国
と
い
う
総
体
を
つ
か
む
の
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
あ
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

「
あ
な
た
が
研
究
し
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
中
国
人
と
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
い
る
の
で
す
か
」
と
。
も
し
こ
の
と
き
、
中
国
人
ら
し

い
顔
つ
き
の
、
中
国
語
を
話
す
人
物
が
そ
こ
に
い
た
な
ら
ば
、
私
は
彼
を
指
さ
し
、「
彼
の
こ
と
だ
」
と
答
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

厳
密
に
言
え
ば
、
彼
が
中
国
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
の
彼
が
、
本
書
で
論
ず
る
様
々
な
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
人
物

な
の
か
ど
う
か
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
行
っ
た
数
多
く
の
公
開
講
座
で
の
聴
衆
の
反
応
か
ら
、
私
は
、
自
ら
の
語

る
内
容
が
、
多
く
の
中
国
人
の
ふ
る
ま
い
を
言
い
当
て
て
い
る
と
い
う
確
信
を
得
て
い
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
人
と
社
会
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
は
、
膨
大
す
ぎ
て
学
術
界
で
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
い
。
人
と
社
会
の
研
究
を
志
す
学
者

は
、
膨
大
な
テ
ー
マ
の
一
断
面
―
―
例
え
ば
、
思
想
、
歴
史
、
人
物
、
地
域
、
文
化
、
生
活
、
市
場
な
ど
の
よ
う
に
細
分
化
さ
れ
た
テ
ー
マ

―
―
を
選
ぶ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
中
国
研
究
と
い
う
領
域
に
お
い
て
、
日
本
に
は
細
分
化
さ
れ
た
分
野
に
突
出
し
た
研

究
の
蓄
積
が
あ
る
。
欧
米
の
歴
史
と
文
化
に
育
ま
れ
、
発
展
を
遂
げ
た
社
会
科
学
も
ま
た
、
人
と
社
会
に
か
か
わ
る
多
く
の
問
題
を
、
い
わ

ゆ
る
哲
学
、
倫
理
学
、
社
会
学
、
経
済
学
、
政
治
学
、
心
理
学
な
ど
と
い
っ
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
落
と
し
込
み
、
異
な
る
専
門
領
域
の
学
者

が
断
片
化
さ
れ
た
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
、
方
法
論
の
精
度
を
高
め
て
き
た
。
し
か
し
、
細
分
化
さ
れ
、
断
片
化
さ
れ
た
知
識
が
蓄

積
さ
れ
る
一
方
で
、
我
々
が
、
自
ら
の
人
と
社
会
に
か
か
わ
る
、
生
き
生
き
と
し
た
総
体
的
な
理
解
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
。

こ
の
状
況
を
表
す
に
、
ま
さ
に
「
群
盲
象
を
撫
で
る
」
と
い
う
故
事
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
皆
自
分
は
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
全
体
を
見
通
す
よ
う
な
知
見
―
―
そ
れ
が
少
々
荒
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
―
―
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
、
精
度
が
高
い
と
評
価
さ
れ
る
研
究
方
法
は
、
実
証
主
義
が
重
ん
ず
る
社
会
統
計
学
の
運
用
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
人
と
社
会
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
割
さ
れ
、
さ
ら
に
は
計
算
上
の
都
合
か
ら
、
研
究
が
必
要
と
す
る
多
く
の
独
立
変
数
と
従
属
変
数
と
に

細
分
化
さ
れ
、
ど
の
変
数
と
ど
の
変
数
に
相
関
関
係
が
あ
る
か
、
ど
の
変
数
と
ど
の
変
数
に
因
果
関
係
が
あ
る
か
、
と
い
う
分
か
り
や
す
い
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形
態
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
方
法
の
普
及
に
よ
り
、
も
と
も
と
は
生
気
に
溢
れ
、
変
化
に
富
ん
だ
人
と
社
会
と
い
う

対
象
は
、
平
均
と
分
散
に
姿
を
変
え
、
正
規
分
布
こ
そ
が
人
と
社
会
を
解
明
す
る
見
取
り
図
と
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う

し
た
統
計
デ
ー
タ
と
て
、
経
費
上
の
制
約
や
研
究
者
の
主
観
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
一
時
的
に
人
を
信
じ
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
、
実
の
と
こ
ろ
そ
の
結
論
の
多
く
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
検
証
不
能
で
持
続
性
に
欠
け
る
。
研
究
方
法
の
精
度
に
つ
い
て
、
安
易
な

確
信
は
禁
物
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
残
念
な
の
は
、
人
と
社
会
に
か
か
わ
る
細
分
化
さ
れ
た
研
究
領
域
に
お
い
て
、
研
究
者
の
多
く
が
欧
米
の
学
者
に
よ
り
提
起
さ

れ
た
概
念
や
理
論
を
受
け
い
れ
、
使
い
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
科
学
の
辺
境
に
位
置
す
る
日
本
と
中
国
は
、
欧
米
の
社

会
科
学
の
主
流
に
追
随
し
、
そ
の
概
念
や
理
論
を
使
用
す
る
役
回
り
を
演
じ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
挑
戦
し
た
り
、
積
極
的
に
対
話
の

場
を
設
け
た
り
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
し
よ
う
と
し
な
い
。
も
と
も
と
特
定
の
人
や
社
会
を
解
釈
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
は
ず
の
概
念
や

理
論
、
方
法
論
が
、
異
な
る
人
や
社
会
を
解
釈
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
社
会
科
学
の
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
現
実
世
界
に

お
い
て
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
生
活
を
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
は
ど
れ
も
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
心
理
学
原
論
、
社
会
学
原
論
、
経
済
学
原
論
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
人
格
理
論
、
交
換
理
論
、
社
会
関
係
資
本
論
、
ゲ
ー
ム
理
論
は
い

ず
れ
も
「
真
理
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。「
個
人
」
を
社
会
の
構
成
単
位
と
す
る
統
計
学
も
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
適

用
可
能
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
異
な
る
個
体
性
が
社
会
に
与
え
る
意
味
合
い
に
つ
い
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

日
本
人
と
日
本
社
会
に
関
す
る
研
究
も
、
上
述
の
よ
う
な
学
問
の
細
分
化
と
偏
っ
た
手
法
の
影
響
を
受
け
て
き
た
が
、
同
時
に
そ
う
し
た

理
解
は
様
々
な
批
判
を
も
喚
起
し
て
き
た
。
他
方
で
、
中
国
人
や
中
国
社
会
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
そ
の
よ
う
な
議
論
の

成
熟
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、「
欧
米
式
教
育
」
を
導
入
す
る
過
程
で
、
意
図
的
に
批
判
を
や
め
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
上
述
の
限
ら
れ

た
中
国
論
は
、
あ
く
ま
で
欧
米
の
研
究
手
法
が
い
ま
だ
確
固
た
る
地
位
を
築
い
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た
。
今
後
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
影
響
に
よ
り
、
国
家
や
民
族
の
個
性
を
解
明
す
る
地
域
研
究
と
い
う
も
の
は
途
絶
え
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
私
は
や
は
り
、

人
や
社
会
は
総
体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
知
的
可
能
性
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
や
欧
米
の
社
会
科
学
に
お
け
る
「
普
遍
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性
」
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
消
失
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
。
四
〇
年
に
わ
た
る
改
革
開
放
は
中
国
人
を
欧
米
人
へ
と
変
え
る
こ
と
は

な
か
っ
た
し
、
明
治
維
新
以
来
の
近
代
化
も
ま
た
、
日
本
人
を
欧
米
人
へ
と
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
時
代
の
変
化
は
、
各
国
の
人
々
の

伝
統
を
変
化
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
時
代
に
応
じ
た
伝
統
の
微
調
整
に
す
ぎ
ず
、
伝
統
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
、
私
個
人
の
一
風
変
わ
っ
た
研
究
遍
歴
を
紹
介
し
よ
う
。
私
の
辿
っ
て
き
た
遍
歴
こ
そ
、
自
ら
の
研
究
を
、
細
分
化
さ
れ
た
専
門

や
特
定
分
野
の
理
論
、
概
念
か
ら
解
き
放
つ
に
至
っ
た
経
緯
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
私
は
、
学
部
時
代
は
英
語
学
科
に
て
英
米
文
学
を
学

び
、
修
士
課
程
で
は
社
会
学
を
専
攻
し
、
理
論
構
築
の
方
法
を
学
ん
だ
。
博
士
課
程
で
は
中
国
近
代
史
を
専
攻
し
、
史
料
と
史
実
に
つ
い
て

見
識
を
深
め
た
。
そ
の
後
は
、
図
ら
ず
も
心
理
学
部
の
学
部
長
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
僚
ら
か
ら
実
験
と
測
量
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会

を
得
た
。
現
在
、
私
は
再
び
社
会
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
る
が
、
一
貫
し
て
社
会
学
畑
を
歩
ん
で
き
た
学
者
と
の
違
い
を
感
じ
る
こ
と
も

多
い
。
最
大
の
違
い
は
や
は
り
、
専
門
分
野
へ
の
拘
り
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
多
分
野
を
渡
り
歩
い
た
遍
歴
ゆ
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分

野
の
長
所
と
限
界
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
多
く
の
学
者
は
、
自
ら
の
専
門
分
野
に
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
プ
ラ
イ
ド
を

持
つ
一
方
、
専
門
分
野
の
持
つ
限
界
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
た
と
え
限
界
に
気
付
い
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分
は
こ
れ

で
飯
を
食
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
慣
例
に
な
ら
っ
て
や
り
つ
づ
け
れ
ば
よ
い
の
だ
と
割
り
切
っ
て
い
る
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、

専
門
分
野
を
問
わ
ず
、
社
会
科
学
と
い
う
も
の
は
人
と
社
会
の
問
題
を
解
き
明
か
す
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
こ
そ
が
重
要

で
、
ど
の
専
門
分
野
が
答
え
を
出
す
か
な
ど
ち
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
人
と
社
会
を
解
明
す
る
上
で
有
用
な
学
問
は
、
い
ず
れ
も

良
い
学
問
な
の
で
あ
る
。
実
証
主
義
が
良
き
方
法
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
人
と
社
会
を
知
る
上
で
役
に
立
つ
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
方
法
論
の
限
界
が
次
第
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
今
、
そ
の
他
の
方
法
―
―
非
実
証
主
義
的
方
法
―
―
も
同
様

に
使
っ
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
一
部
の
実
証
主
義
者
は
、
日
本
人
論
の
研
究
者
が
、
し
ば
し
ば
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
こ
と
を
「
実
例
主

義
」、
日
本
文
化
の
特
徴
を
表
す
日
本
語
の
語
彙
を
探
し
求
め
る
こ
と
を
「
言
語
主
義
」
と
呼
ん
で
批
判
す
る
。
実
証
主
義
の
立
場
に
よ
れ

ば
、
例
を
挙
げ
て
も
何
か
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
例
は
恣
意
的
に
選
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
代
表
性

に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
の
語
彙
の
存
在
を
も
っ
て
社
会
の
特
質
を
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
言
葉
が
存
在
し
な
く
と
も
、
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そ
の
社
会
に
お
い
て
そ
の
言
葉
が
指
し
示
す
心
理
状
態
や
感
情
の
あ
り
よ
う
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
批
判
を
前
に
、
実
例
主
義
者
と
言
語
主
義
者
は
な
す
す
べ
が
な
い
。
こ
れ
は
、
日
本
人
論
の
一
つ
の
危
機
で
あ
る
。

　

実
例
主
義
や
言
語
主
義
に
上
記
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
認
め
よ
う
。
し
か
し
、
実
証
主
義
の
方
に
も
同
様
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
無
論
、
問
題
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
や
り
方
が
無
効
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
の
は
可
能
な
か
ぎ
り

問
題
を
解
決
し
よ
う
す
る
姿
勢
に
あ
る
。
私
が
思
う
に
、
文
化
人
類
学
に
お
い
て
国
民
性
の
研
究
が
衰
退
し
て
き
た
原
因
は
、
国
民
性
が
そ

の
国
民
で
あ
る
個
々
人
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
が
不
可
能
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
実
証
主
義
の
観
点
に
立
つ
か
ぎ
り
、
分

析
の
基
本
単
位
で
あ
る
個
人
に
そ
の
国
民
性
の
現
出
を
見
て
と
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
複
数
の
個
人
に
よ
る
集
団
を
対
象
に
、

正
規
分
布
を
用
い
て
、
そ
の
特
性
の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
国
民
性
研
究
の
衰
退
の
原
因
の
一
つ

は
、
実
証
主
義
的
方
法
論
に
与く

み

し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
中
国
人
と
中
国
社
会
を
論
ず
る
が
、
い
わ
ゆ
る
実
証
主
義
的
方
法
論
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。
各
個
人
が
何
ら
か

の
問
題
に
対
し
て
示
す
見
解
や
行
動
を
か
き
集
め
た
り
、
統
計
表
を
作
成
し
て
デ
ー
タ
で
提
示
し
た
り
は
し
な
い
。
実
例
、
文
学
、
映
画
や

動
画
な
ど
を
材
料
に
、
中
国
社
会
の
営
み
に
見
ら
れ
る
法
則
を
描
き
出
し
た
い
。
事
例
は
、
社
会
の
法
則
を
映
し
出
す
。
そ
し
て
言
語
は
、

人
々
の
思
い
や
情
感
の
媒
介
手
段（vehicle

）と
し
て
、
社
会
お
よ
び
民
族
の
文
化
の
深
層
構
造
を
映
し
出
す
。
一
部
の
語
彙
は
、
他
の
国

の
言
語
に
正
確
な
翻
訳
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
こ
と
こ
そ
、
そ
の
語
彙
が
表
す
意
識
や
体
験
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
語
彙
は
一
旦
既
存
の
社
会
科
学
概
念
と
し
て
処
理
さ
れ
る
や
、
本
来
孕
ん
で
い
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
文
化
に
根
ざ
し

た
意
味
は
失
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
の
言
葉
が
孕
ん
で
い
る
意
味
を
理
解
し
、
そ
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
作
業
は
、
実
証
の
問
題
で

は
な
く
、
読
解
と
理
解
の
問
題
で
あ
り
、
深
い
事
例
分
析
を
必
要
と
す
る
。
丹
念
な
読
解
と
理
解
の
な
か
か
ら
、
社
会
の
法
則
―
―
社
会
的
、

文
化
的
規
範
や
運
営
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
―
―
を
見
出
し
て
い
く
。
個
々
の
人
間
は
多
様
で
あ
り
、
社
会
に
は
法
則
に
則
っ
た
行
動
を
嫌
う

者
も
い
る
が
、
彼
ら
の
反
発
も
ま
た
、
社
会
に
お
け
る
法
則
の
存
在
を
裏
付
け
る
材
料
と
な
る
。

　
〈
関
係
〉・〈
人
情
〉・〈
面
子
〉・〈
権
力
〉は
、
中
国
人
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
用
い
る
言
葉
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
用
語
を
、
社
会
科
学
の
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概
念
と
し
て
議
論
し
て
み
て
、
そ
れ
ら
が
中
国
の
社
会
の
営
み
に
お
い
て
最
重
要
法
則
で
あ
り
、
中
国
人
が
最
も
大
事
に
す
る
法
則
で
あ
る

こ
と
に
気
付
い
た
。
こ
の
よ
う
な
概
念
を
無
視
し
た
り
、
あ
る
い
は
欧
米
の
社
会
科
学
の
概
念
に
安
易
に
読
み
替
え
て
用
い
た
り
す
れ
ば
、

中
国
社
会
の
営
み
を
支
え
る
重
要
な
法
則
は
覆
い
隠
さ
れ
、
明
ら
か
に
異
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
動
く
中
国
を
理
解
す
る
術
を
失
い
、
中
国
理

解
は
い
わ
ゆ
る
「
普
遍
性
」
の
原
理
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
上
述
し
た
い
く
つ
か
の
中
国
論
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
多
少
言
及
し

て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
た
問
題
意
識
は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
も
っ
て
中
国
人
お
よ
び
中
国
社
会
を

理
解
す
る
た
め
の
視
座
、
枠
組
み
、
理
論
を
う
ち
立
て
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
な
お
さ
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
研
究
の
目
的
は
、
中
国
社
会
の
営
み
を
支
え
る
法
則
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
は
議
論
し
た
い
問
題
を
一
つ

の
専
門
分
野
、
一
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
落
と
し
込
ん
で
、
専
門
分
野
の
用
語
や
方
法
論
を
用
い
て
、
一
歩
一
歩
手
順
を
踏
ん
で
研
究
を
行

う
手
法
は
と
ら
な
い
。
一
つ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
専
門
的
知
見
か
ら
一
つ
の
問
題
を
見
る
こ
と
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
だ
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。
専
門
的
視
座
か
ら
問
題
を
論
ず
る
学
者
は
大
勢
い
る
の
で
、
私
が
こ
こ
で
何
か
を
付
け
加
え
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ

と
も
あ
る
。
私
が
議
論
し
た
い
の
は
、
専
門
的
視
座
に
お
い
て
は
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
群
で
あ
る
。
分
野
ご
と
に
細
分
化
さ
れ
、

分
断
さ
れ
、
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
問
題
群
で
あ
る
。
中
国
社
会
の
営
み
を
支
え
る
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
代
わ
り
に
専
門
家
が
論
じ

た
の
は
、
象
の
骨
が
ど
れ
ほ
ど
太
い
か
、
耳
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
、
身
体
は
ど
れ
ほ
ど
重
い
の
か
、
さ
ら
に
は
関
節
、
骨
格
、
筋
肉
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
、
脂
肪
と
タ
ン
パ
ク
質
の
含
有
量
は
ど
う
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
専
門
家
た
ち
は
、
純
粋
に
、
肉
と
骨
に
つ
い

て
調
べ
れ
ば
、
象
の
様
子
が
分
か
る
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
細
部
に
わ
た
る
記
述
を
読
ん
で
、
象
と
い
う
生
き
も

の
の
容
姿
や
行
動
を
理
解
で
き
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
三
〇
年
に
わ
た
る
研
究
人
生
を
経
て
、
す
で
に
自
分
の
研
究
が
い

か
な
る
専
門
分
野
に
属
す
る
の
か
、
自
分
で
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
か
え
っ
て
気
楽
な
も
の
で
、
問
題

を
自
由
に
思
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
価
値
あ
る
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、
私
は
本
書
の
枠
組
み
と
内
容
を
設
定
し
、
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
中
国
語
の
論
文
集
か
ら
一
部
を
選

定
し
、
本
書
の
た
め
に
構
成
し
な
お
し
た
。
本
書
が
中
国
人
お
よ
び
中
国
社
会
を
知
る
た
め
の
入
り
口
の
一
つ
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
本
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書
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
の
読
者
が
中
国
人
の
行
動
の
あ
り
か

た
と
社
会
構
造
を
よ
り
体
系
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
あ
え
て
中
国
の
長
い

歴
史
を
顧
み
ず
、
複
雑
な
文
化
や
社
会
を
、
一
つ
の
図
式（
一
つ
の
比
喩
）で

提
示
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
行
き
過
ぎ
た
単
純
化
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
承

知
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
読
者
の
理
解
の
便
宜
を
は
か
る
こ
と
を
優
先

し
、
こ
う
し
た
や
り
方
を
と
っ
た
。

　　

本
論
に
入
る
前
に
、
中
国
社
会
の
構
造
を
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
に
た
と
え
て
、
イ

メ
ー
ジ
し
て
も
ら
い
た
い
。
中
国
人
は
、「
な
ん
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
、
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
」
と
問
い
か
け
る
と
き
、
よ
く
「
ヒ
ョ

ウ
タ
ン
の
な
か
に
ど
ん
な
薬
を
入
れ
て
売
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う（
中
国
語
：

［
不
知
葫
蘆
里
売
的
什
么
薬
］）」
と
い
う
表
現
を
使
う
。
こ
の
言
い
回
し
に

か
こ
つ
け
て
、
中
国
社
会
の
構
造
を
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
型
に
表
現
し
て
み
た
の
が

図
1
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
い
わ
ば
「
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下（
自
分
の
行
い
を
正
し

く
し
、
家
を
整
え
、
国
家
、
な
い
し
天
下
を
治
め
る
）」
さ
ら
に
は
「
天て

ん

人じ
ん

合ご
う

一い
つ〔

訳
者
注
：
天
と
人
を
本
来
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
思
想
〕」
の
理
念
を

示
し
た
図
で
あ
る
。
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
上
下
二
つ
の
膨
ら
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
官（
上
層
）」
と
「
民（
下
層
）」
の
世
界
を
表
す
。
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
一
番
上

の
部
分
に
君
臨
し
、
開
か
れ
た
口
で
天
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
が
「
天

自分の行いを正しくし，
家を整える浮世に

見切りをつける

「天人合一」モデル⇨

天道
皇室 天下を治める

国家を治める官僚体制
（「官」の世界）

上昇通路

社会的階層
と流動

「江湖」の世界

士

　農

　工

　商

民間と郷土社会
（「家」の共同体，
折り重なる「差
序格局」により
形成される）

図 1　ヒョウタンモデル：中国人の社会構造と政治世界
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子
」
を
名
乗
る
帝
王
で
あ
る
。「
官
」
の
世
界
と
「
民
」
の
世
界
の
間
は
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
中
国
の
階
層
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
や
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
と
は
異
な
り
、
上
昇
／
下
降
が
流
動
的
で
あ
る
。
上
昇
の
チ
ャ
ン

ス
と
し
て
、
隋
の
頃
よ
り
実
施
さ
れ
た
官
僚
登
用
試
験
―
―
科
挙
―
―
に
つ
い
て
は
日
本
で
も
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
国
家
に

は
永
遠
の
官
僚
や
永
遠
の
庶
民
は
お
ら
ず
、
絶
え
ず
交
替
が
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
流
動
性
は
、
ほ
ぼ
す
べ

て
の
人
々
に
希
望
を
与
え
る
と
と
も
に
、
社
会
に
対
し
、
造
反
や
王
朝
交
替
の
機
会
を
与
え
、
そ
れ
が
長
い
歴
史
を
つ
う
じ
マ
ク
ロ
的
に
も
、

ミ
ク
ロ
的
に
も
帝
王
個
人
の
行
為
を
も
超
越
す
る
社
会
の
秩
序
の
基
盤
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

上
昇
／
下
降
の
流
動
性
は
、
自
ず
と
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
内
部
に
、
賄
賂
を
も
駆
使
し
た
激
し
い
競
争
や
抗
争
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
単
位

と
な
っ
た
の
が
、「
家
」
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
「
家
」
は
、
一
人
の
成
功
を
獲
得
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
「
家
」
を
あ
げ
て
取
り
組
み
、
成

功
す
れ
ば
構
成
員
全
員
が
、
そ
の
果
実
と
栄
誉
を
共
に
し
た
。
平
民
の
家
庭
の
息
子
が
試
験
に
受
か
り
官
僚
と
な
れ
ば
、
ま
さ
に
「
一
人
が

道
を
得
る
と
、
鶏
や
犬
も
天
に
昇
る（
一
人
が
出
世
し
て
権
勢
を
握
れ
ば
、
一
族
郎
党
ま
で
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
）」
で
あ
っ
た
。
逆
に
、

官
職
は
世
襲
で
な
か
っ
た
た
め
、「
家
」
単
位
の
下
降
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
息
子
が
勉
強
を
好
ま
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
官
僚
の
一

家
が
没
落
の
憂
き
目
に
遭
う
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
か
く
の
ご
と
き
慣
例
に
よ
り
、
ど
の
「
家
」
に
と
っ
て
も
教
育
が
重
要
な

も
の
だ
と
み
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
は
、
子
々
孫
々
「
家
」
を
絶
や
さ
ず
、
し
か
も
科
挙
を
受
け
る

資
格
の
あ
る
男
子
を
生
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
男
子
を
持
つ
こ
と
こ
そ
、
上
昇
の
た
め
の
資
本
構
築
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
男
子
に
恵

ま
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
家
」
の
破
滅
を
意
味
し
た
。
極
論
す
れ
ば
、
た
と
え
一
家
を
没
落
に
導
く
ダ
メ
息
子
だ
っ
た
と
し
て
も
、
生
殖

能
力
さ
え
有
し
て
い
れ
ば
、
将
来
の
上
昇
へ
の
希
望
の
火
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
流
動
性
に
か
か
わ
る
以
上

の
説
明
に
は
、
若
干
の
但
し
書
き
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
帝
王
は
世
襲
で
あ
り
、
造
反
が
成
功
し
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
位
置
に
揺
ら
ぎ

は
な
か
っ
た
。
次
に
、
浮
世
に
見
切
り
を
つ
け
た
人
物
は
、
こ
の
モ
デ
ル
を
飛
び
出
し
、
隠
遁
者
な
い
し
出
家
人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
社
会

規
範
を
守
ら
ず
、
常
軌
を
逸
し
、
強
盗
な
ど
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
単
な
る
ご
ろ
つ
き
、
無
頼
、
な
ら
ず
者
と
は
異
な
る
人
々
―
―
侠
客

―
―
が
い
た
。
彼
ら
は
「
江こ
う

湖こ

道
義（
武
侠
的
世
界
の
道
徳
）」
を
重
ん
じ
、
義
侠
心
、
公
平
感
、
そ
し
て
正
義
感
を
有
し
て
い
る
と
し
て
下
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層
民
衆
の
崇
拝
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

次
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
郷き

ょ
う
し
ん

紳
」
と
呼
ば
れ
る
地
元
の
名
士
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。
中
国
の
巨
大
な
官
僚
機
構
は
、
緊
密
な
分

業
と
協
業
に
よ
り
成
り
立
ち
、
そ
の
制
度
や
規
則
も
相
当
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
ば
官
僚
に
よ
っ
て
官
僚
を
治
め
る
た
め
の
し

く
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
い
っ
た
ん
庶
民
に
向
き
合
う
と
き
、「
民
」
の
統
治
に
直
接
携
わ
っ
た
の
は
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
く
び
れ
の
部
分

に
位
置
す
る
限
ら
れ
た
数
の
下
層
の
小
役
人
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
小
役
人
が
地
方
を
う
ま
く
治
め
よ
う
と
思
っ
て
も
、
大
小
様
々
な
庶

民
の
事
柄
を
こ
な
す
に
は
力
不
足
で
あ
り
、「
民
」
の
ま
と
め
役
と
も
言
え
る
郷
紳
の
力
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
郷
紳
は
、
地
方
で

名
を
成
し
た
者
、
試
験
に
合
格
し
て
官
僚
と
な
る
準
備
を
し
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
官
職
を
勤
め
上
げ
た
の
ち
に
郷
里
へ
と
戻
っ
た
者
た
ち

で
あ
っ
た
。
家
族
の
中
に
、
王
朝
に
て
官
僚
を
勤
め
て
い
る
者
が
い
る
だ
け
の
場
合
も
あ
っ
た
。
地
方
の
小
役
人
は
、
地
元
に
お
い
て
名
声

と
権
力
を
有
し
て
い
る
郷
紳
に
取
り
入
り
、
彼
ら
を
官
と
民
と
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
ら
の
地
位
を

保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

　

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
中
下
層
に
位
置
す
る
庶
民
は
、
様
々
な
労
働
―
―
農
業
や
商
売
、
力
仕
事
、
あ
る
い
は
乞
食
な
ど
―
―
に
従
事
し
て
い
た

が
、
官
僚
と
な
る
た
め
の
試
験
は
一
般
に
開
か
れ
て
い
る
た
め
、
皆
、
自
分
あ
る
い
は
次
の
世
代
の
勤
勉
な
学
習
に
よ
っ
て
現
状
を
変
え
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
む
ろ
ん
、
現
実
を
見
れ
ば
、
官
僚
登
用
試
験
の
平
等
な
機
会
は
理
論
上
の
話
で
あ
っ
て
、
運
用
の
上
で
は
平
等
・
公

正
で
は
な
か
っ
た
。
試
験
で
の
不
正
行
為
や
、
試
験
官
へ
の
賄
賂
、
捐え

ん

納の
う〔

訳
者
注
：
中
国
の
歴
代
王
朝
で
行
わ
れ
た
公
的
な
売
官
制
度
〕な
ど
は

横
行
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
金
持
ち
の
子
弟
は
上
昇
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
庶
民
は
底
辺
か
ら
脱
却
し
に
く
い
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
ま
っ
た
く
希
望
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
世
代
を
経
た
将
来
へ
の
期
待
を
生
み
、
社
会

の
活
力
の
源
に
な
っ
て
い
た
。
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
は
や
は
り
重
要
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
型
階
層
社
会
の
中
に
、
よ
り
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
、
同
じ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
階

層
社
会
が
入
れ
子
の
ご
と
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、「
家
」
の
中
に
も
、
長
幼
の
序
や
性
別
、
血
縁
上
の

遠
近
に
よ
っ
て
序
列
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
そ
こ
で
の
上
昇
も
、「
移
ろ
い
ゆ
く
補
償
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
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呼
ぶ
べ
き
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
家
」
の
な
か
の
強
弱
関
係
は
、
相
手
と
の
相
対
的
な
位
置
と
役
割
に
よ
っ
て
決
ま

り
、
か
つ
自
ら
の
位
置
と
役
割
は
、
時
間
軸
の
経
過
と
と
も
に
次
の
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
人
も
、
こ

の
世
に
生
ま
れ
た
以
上
、
一
度
は
孫
と
な
り
、
最
後
に
は
祖
父
に
な
る
。
女
性
の
場
合
、
嫁
げ
ば
「
息
子
の
嫁
」
と
な
り
、
数
十
年
後
に
は

姑
と
な
る
。

　

入
れ
子
構
造
を
成
す
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
階
層
社
会
を
並
べ
て
み
れ
ば
、「
家
」
で
の
等
級
こ
そ
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
た
と
え
あ
る
人
が
社
会
に
お
い
て
い
か
に
大
き
な
成
功
を
収
め
よ
う
と
、
高
級
官
僚
に
昇
格
し
よ
う
と
、「
家
」
に
帰
れ
ば
、

自
分
の
祖
先
そ
し
て
父
親
の
世
代
に
対
し
て
下
の
地
位
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
範
は
、
孔
子
の
「
孝
」
の
思
想
に
由
来
す
る
。

こ
こ
で
改
め
て
、
中
国
の
人
と
社
会
を
理
解
す
る
際
に
、「
官
本
位
」
と
「
家
本
位
」
が
二
つ
の
基
礎
を
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
階
層
構
造
を

も
ち
な
が
ら
、「
待
つ
」
こ
と
さ
え
す
れ
ば
、
長
期
的
に
は
機
会
が
均
等
に
開
か
れ
て
い
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　

む
ろ
ん
、
中
国
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
は
、
激
し
い
変
化
の
只
中
に
あ
る
。
中
国
も
近
代
以
降
、
社
会
構
造
、
社
会
制
度
、
文
化
的
価

値
観
な
ど
、
い
ず
れ
の
面
で
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
果
た
し
て
今
日
の
中
国
人
と
中
国
社
会
が
上
述
の
ご
と
く
あ

る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
念
を
も
た
れ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
社
会
の
変
動
は
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
成
し
て
お

り
、
す
べ
て
の
変
化
が
同
じ
速
さ
で
進
む
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
時
代
も
文
化
も
価
値
観
も
生
活
の
あ
り
方
も
変

わ
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
も
の
は
急
速
に
変
化
し
、
あ
る
も
の
の
変
化
は
緩
慢
で
あ
る
。
変
化
が
大
き
い
も
の
も
あ
れ
ば
小

さ
い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
あ
る
も
の
は
あ
ま
り
変
化
し
な
い
。
変
化
の
規
則
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
て

お
き
た
い
の
は
、
本
書
で
扱
う
諸
テ
ー
マ
―
―〈
関
係
〉・〈
人
情
〉・〈
面
子
〉・〈
権
力
〉―
―
が
い
ず
れ
も
、
中
国
社
会
の
根
幹
を
成
す
も
の

で
あ
り
、
最
も
変
わ
り
に
く
い
部
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
中
国
の
現
在
と
過
去
を

上
記
の
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
な
か
に
映
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
何
が
変
化
し
、
何
が
変
わ
っ
て
い
な
い
か
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

欧
米
人
は
フ
ィ
ー
ル
ド
を
取
り
囲
み
、
限
ら
れ
た
場
で
展
開
さ
れ
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
観
戦
す
る
の
を
好
む
。
中
国
人
は
ス
ポ
ー
ツ
競
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技
と
し
て
の
サ
ッ
カ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
得
意
と
は
言
え
な
い
が
、
中
国
人
の
生
き
様
は
、
あ
た
か
も
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
の
よ
う
で
あ
り
、
中
国

社
会
の
断
片
は
、
サ
ッ
カ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
上
で
は
、
一
人
き
り
で
プ
レ
ー
す
る
の
は
不
可
能
で

あ
り
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
の
ド
リ
ブ
ル
と
パ
ス
、
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
勝
利
と
凱
旋
、
失
敗
と
屈
辱
は
全
メ
ン
バ
ー
の
ア
シ
ス
ト
と
ゴ
ー
ル

前
で
の
シ
ュ
ー
ト
に
か
か
っ
て
い
る
。
時
に
は
勝
利
を
得
る
た
め
、
何
ら
か
の
利
益
を
得
る
た
め
、
あ
る
い
は
特
定
の
誰
か
の
意
向
に
か
な

う
よ
う
振
る
舞
う
た
め
に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
反
則
ぎ
り
ぎ
り
の
ラ
フ
プ
レ
ー
を
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
両
チ
ー
ム
の
暗
黙
の
了
解
に
基
づ
き

八
百
長
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
審
判
の
判
定
も
フ
ェ
ア
な
の
か
ア
ン
フ
ェ
ア
な
の
か
、
つ
か
み
づ
ら
く
、
時
に
は
審
判
に
よ
る
八
百
長
が
起

こ
っ
た
り
、
裏
で
賄
賂
が
や
り
取
り
さ
れ
た
り
す
る
。
審
判
の
ル
ー
ル
違
反
が
明
る
み
に
な
れ
ば
、
審
判
協
会
は
そ
の
者
の
資
格
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
次
の
審
判
が
フ
ェ
ア
で
あ
る
こ
と
は
保
証
で
き
な
い
。
ス
タ
ン
ド
の
観
衆
は
、
こ
の
よ
う
な
不
正

行
為
に
不
満
や
怒
り
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
旦
サ
ッ
カ
ー
フ
ァ
ン
に
な
る
と
い
く
ぶ
ん
冷
静
に
な
り
、
あ
る
種
の
ル
ー
ル
違
反
も

時
に
は
必
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
立
場
と
贔
屓
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
、
観
戦
中
に
は
声
を
張
り
上
げ
、
時
に
殴

り
合
い
の
け
ん
か
も
す
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
彼
ら
の
執
着
心
や
一
貫
性
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
は
特
定
の

ス
タ
ー
選
手
の
熱
狂
的
フ
ァ
ン
と
な
っ
た
か
と
思
え
ば
、
同
じ
選
手
の
ミ
ス
に
唾
棄
す
る
こ
と
も
あ
る
。
選
手
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
タ
ス

を
有
し
て
お
り
、
あ
る
者
は
社
会
的
エ
リ
ー
ト
を
後
ろ
盾
と
し
、
あ
る
者
は
広
告
会
社
の
雇
わ
れ
広
告
塔
と
し
て
有
名
人
に
仕
立
て
ら
れ
る
。

時
に
選
手
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
暴
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
名
声
が
十
分
で
さ
え
あ
れ
ば
、「
要
人
」
が
現
れ
彼
を
守
る
。
か
つ
て
の
ス
タ

ー
選
手
も
、
現
役
を
退
く
や
人
々
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
競
技
は
、
秩
序
、
理
性
、
冷
静
さ
、
公
平
さ
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
テ

ク
ニ
ッ
ク
、
名
誉
な
ど
を
必
要
と
す
る
の
と
同
時
に
、
熱
狂
、
称
揚
、
痛
罵
、
ル
ー
ル
違
反
、
演
技
、
買
収
な
ど
を
と
も
な
い
、
両
者
は
互

い
に
混
ざ
り
合
い
、
切
り
離
し
た
り
分
別
し
た
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
と
サ
ッ
カ
ー
競
技
の
二
つ
の
比
喩
は
、
ほ
と
ん
ど
関
連
性
が
な
く
、
一
つ
の
事
象
を
説
明
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
は
中
国
の
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
比
喩
で
あ
り
、
人
々
の
行
動
の
路

線
や
目
標
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
サ
ッ
カ
ー
競
技
は
社
会
行
動
の
特
徴
に
つ
い
て
の
比
喩
で
あ
り
、
人
々
が
目
標
を
実
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現
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
う
か
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
学
で
は
、
構
造
は
行
動
を
規
制
し
、
行
動
も
ま
た

目
的
な
し
に
為
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
均
衡
と
駆
け
引
き
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
同
時
に
私
は
、
こ
の

両
者
の
関
係
性
は
、
状
況
対
応
的
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
見
ル
ー
ル
が
あ
る
か
に
思
え
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
も
、
実
際

に
は
、
陰
に
陽
に
、
軽
重
様
々
な
違
反
行
為
を
と
も
な
う
が
、
そ
れ
が
通
常
ど
お
り
の
試
合
の
進
行
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
時
に
は
試
合
の
中
断
が
起
こ
る
が
、
そ
れ
は
度
を
越
え
た
反
則
行
為
が
集
団
殴
打
事
件
を
招
い
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
に
限

ら
れ
る
。

　

本
書
の
な
か
で
、
も
し
理
解
の
難
し
い
箇
所
に
出
く
わ
し
た
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
、
上
記
の
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
の
図
式
に
引
き
つ
け
て
考
え
て
み

て
ほ
し
い
。
ま
た
、
ど
こ
か
の
章
や
段
落
で
疑
問
を
抱
い
た
と
き
に
は
、
こ
の
サ
ッ
カ
ー
の
比
喩
に
引
き
つ
け
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
本

書
を
つ
う
じ
て
、
こ
れ
ら
の
比
喩
の
意
味
を
把
握
で
き
た
と
き
、
中
国
の〈
関
係
〉・〈
人
情
〉・〈
面
子
〉・〈
権
力
〉に
つ
い
て
の
皆
さ
ん
の
理

解
も
深
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
本
書
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
皆
さ
ん
の
読
み
や
す
さ
を
考
え
、
各
章
の
は
じ
め
に
導
入
の
文
章
を
用
意
し
た
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
章

が
論
ず
る
主
な
観
点
を
提
示
し
た
り
、
読
解
の
助
け
と
な
る
よ
う
な
身
近
な
事
例
を
挙
げ
た
り
し
て
い
る
。
本
書
が
、
日
本
の
皆
さ
ん
が
中

国
人
と
中
国
社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
窓
と
な
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。
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第
一
章
　
儒
家
の
社
会
構
築
―
―
中
国
社
会
研
究
の
視
座
と
方
法
―
―

　

中
国
人
と
中
国
社
会
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
最
初
に
直
面
す
る
の
が
、
思
考
の
方
法
、
概
念
の
理
解
、
そ
し
て
視
座
な
ど
の
問
題

で
あ
る
。
本
章
で
は
具
体
的
に
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
て
み
た
い
。

　

儒
家
が
好
ん
で
用
い
る
「
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
つ
な
が
り
や
推
論
が
読
み

取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
中
国
人
が
好
ん
で
用
い
る〈
人
情
〉や〈
面メ

ン
ツ子
〉、「
礼
」、「
孝
」
な
ど
の
概
念
が
孕
む
意
味
合
い
を
、
明
確
に
定
義
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
経
済
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
な
ど
い
ず
れ
の
専
門
分
野
に
も
、
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
区
別
が
あ
る
が
、
我
々
が

中
国
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
視
座
か
ら
対
象
を
別
々
に
見
つ
め
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
決
で
き
た
な
ら
、
中
国
人
と
中
国
社
会
に
つ
い
て
の
後
段
の
議
論
を
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

序
文
で
紹
介
し
た
い
く
つ
か
の
中
国
論
が
成
功
し
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
提
起
し
た
核
心
と
な
る
概
念
が
、
各
書
の
結
論
と
か
み
あ
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
概
念
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
、
本
書
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
。

　

い
か
な
る
知
識
人
も
、
社
会
と
い
う
も
の
を
構
想
な
い
し
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
に
つ
い
て
の
想
定
と
理
解
を
前
提
に
す
る
も
の
だ

が
、
社
会
に
つ
い
て
の
想
定
と
理
解
は
、
社
会
文
化
の
違
い
に
応
じ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。
本
章
で
は
、
次
の
よ
う
な
一
連
の

問
題
群
を
論
じ
た
い
。
欧
米
の
社
会
学
に
お
い
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
理
論
は
、
社
会
と
い
う
も
の
に
対
す
る
い
か
な
る
想
定
に
基
づ
い
て
提

起
さ
れ
た
の
か
。
彼
ら
の
研
究
が
歩
ん
で
き
た
道
は
、
中
国
の
知
識
人
に
よ
る
社
会
構
築
の
道
の
り
と
合
致
す
る
の
か
。
我
々
は
欧
米
の
知
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識
人
に
よ
る
想
定
に
基
づ
い
て
、
中
国
社
会
を
解
釈
し
た
り
、
構
築
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
さ
ら
に
、
も
し
、
こ
れ
ま
で
の
中

国
社
会
の
構
築
の
あ
り
よ
う
が
中
国
本
土
の
先
賢
た
ち
の
思
想
に
先
導
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
有
す
る
社

会
学
上
の
意
義
と
は
何
か
。
先
賢
の
思
想
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
逆
に
、
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
社
会
を
再
構

築
し
て
き
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
中
国
社
会
の
思
想
的
伝
統
は
、
い
か
に
し
て
中
国
人
の
思
考
法
を
形
成
し
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
特
性
を

生
み
出
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
点
を
探
究
し
て
い
け
ば
、
欧
米
の
社
会
学
と
は
異
な
る

方
法
で
、
人
を
捉
え
、
社
会
を
捉
え
る
視
座
と
方
法
論
を
う
ち
立
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
　
制
度
と
言
説
―
―
中
国
社
会
の
構
造
を
分
析
す
る
際
の
基
点

　

概
し
て
、
欧
米
社
会
の
知
識
人
は
、
自
ら
の
社
会
を
個
人
主
義
の
社
会
で
あ
る
と
理
解
し（
認
識
論
的
個
人
主
義
）、
解
釈
す
る（
方
法
論

的
個
人
主
義
）。
社
会
学
の
形
成
は
、
あ
る
意
味
で
個
人
主
義
の
潮
流
へ
の
反
動
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

草
創
期
に
社
会
物
理
学
を
う
ち
立
て
た
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
は
、
個
人
主
義
を
標
榜
す
る
研
究
者
ら
に
対
し
、
体
系
的
な
反
論
を
展
開
し

た
。
ま
た
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト（A

uguste Com
te

）が
提
唱
し
た
実
証
主
義
は
、
実
証
と
は
恒
久
的
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と

論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
、
個
別
的
な
要
素
な
い
し
原
子
的
成
分
を
通
し
て
社
会
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
構
造
と
変
遷
か
ら
社
会
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
実
証
主
義
的
研
究
の
単
位
が
依
然
と
し
て
個
人
に
置
か
れ
た
と
し
て
も
、

こ
こ
で
の
個
人
は
現
実
社
会
へ
の
入
り
口
に
す
ぎ
ず
、
折
り
重
な
っ
た
多
数
の
個
人
こ
そ
が
社
会
学
的
研
究
の
価
値
を
有
す
る
の
だ
、
と
。

コ
ン
ト
の
遺
し
た
社
会
学
の
遺
産
は
、
後
世
の
学
者
に
多
く
の
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
総
体
的
視
座
か
ら
社
会
を
研
究
す
べ
き
な
の
か
、

あ
る
い
は
個
人
に
着
目
し
て
社
会
を
研
究
す
べ
き
な
の
か
。
具
体
的
な
研
究
を
行
う
際
に
は
、
社
会
構
造
か
ら
着
手
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は

人
々
の
行
動
か
ら
着
手
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
論
争
は
社
会
学
の
研
究
に
二
つ
の
志
向
を
生
み
出
し
た
。
一
つ
は
、
個
人
に
着
目
し
て
社
会

を
研
究
す
る
ミ
ク
ロ
社
会
学
の
志
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
の
成
り
立
ち
が
個
人
に
還
元
さ
れ
、
研
究
者
は
心
理
学
的
方
法
を
受
容
し



第 1 章　儒家の社会構築

5

た
。
い
ま
一
つ
は
、
総
体
的
な
社
会
に
着
目
し
て
社
会
を
研
究
す
る
、
マ
ク
ロ
社
会
学
の
志
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
社
会
学
と
心
理
学
が
明

確
に
区
分
さ
れ
、
社
会
現
象
を
個
人
の
心
理
や
行
動
に
還
元
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

で
は
、
中
国
人
と
中
国
社
会
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
上
記
二
つ
の
志
向
に
則
り
、
ま
た
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
し
て
研
究
を
進
め

る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
制
度
と
言
説
と
い
う
側
面
か
ら
こ
の
問
い
に
答
え
て
み
た
い
。

　

制
度
と
は
、
人
々
が
社
会
的
相
互
行
為
を
つ
う
じ
て
生
み
出
し
た
一
連
の
原
則
と
規
範
を
意
味
す
る
。
こ
の
原
則
と
規
範
は
、
一
方
で
は

行
為
者
個
人
を
拘
束
す
る
作
用
を
も
ち
、
個
人
が
他
者
の
行
為
を
予
期
し
、
協
調
的
な
関
係
を
維
持
す
る
の
に
役
立
つ
。
ま
た
同
時
に
、
原

則
と
規
範
は
、
社
会
の
正
常
な
営
み
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
欧
米
の
社
会
制
度
の
成
立
過
程
を
見
る
と
、
こ
の
二
つ
の
作
用
は
次
第

に
分
化
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
個
人
の
行
為
に
対
す
る
拘
束
が
及
ぶ
の
は
私
的
領
域
で
あ
り
、
社
会
秩
序
の
正
常
化
は
公
共
領
域
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
す
で
に
私
法
と
公
法
の
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
特
徴
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
で

は
、
中
国
社
会
の
成
り
立
ち
に
は
、
同
様
に
私
的
領
域
と
公
共
領
域
の
分
化
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

制
度
分
析
に
よ
り
、
我
々
は
現
実
社
会
の
成
り
立
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
制
度
の
成
立
を
理
解
す
る
に
は
、
制
度
を
構
築

し
、
維
持
し
、
改
造
し
、
認
識
し
、
解
釈
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
言
説
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

社
会
を
作
る
数
多
く
の
制
度
は
、
ま
さ
に
特
定
の
言
説
の
な
か
で
確
立
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
言
説
と
言
う
と
き
、
そ

れ
は
基
本
的
に
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー（M

ichel Foucault
）の
言
説
理
論
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ー
コ
ー
の
言
説
理
論

の
重
心
は
、
社
会
的
制
度
と
言
説
的
実
践
が
歴
史
的
に
作
り
上
げ
た
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
言
説
的

実
践
と
は
人
々
の
日
常
的
な
言
葉
で
は
な
く
、
権
威
あ
る
主
体
が
、
人
々
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
発
す
る
言
説
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

「
言
表
」
で
あ
る
。
言
表
は
厳
粛
な
も
の
で
あ
り
、
一
旦
生
み
だ
さ
れ
る
と
、
社
会
の
構
成
員
は
そ
の
真
理
性
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
ら
れ

る
。
通
常
、
権
威
的
主
体
が
有
す
る
言
語
上
の
権
威
性
は
、
そ
の
言
葉
が
社
会
に
お
い
て
専
門
家
ら
に
よ
り
専
門
家
の
身
分
を
も
っ
て
発
せ

ら
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
フ
ー
コ
ー
が
言
説
分
析
の
際
に
重
視
し
た
の
は
、
人
々
が
あ
る
言
説
の
真
偽
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

言
説
が
実
践
の
な
か
で
い
か
に
し
て
真
だ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、
知
の
考
古
学
と
言
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わ
れ
る
も
の
で
あ
）
1
（
る
。

　

便
宜
上
、
こ
こ
で
は
中
国
人
の
言
説
を
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
分
析
し
た
い
。
第
一
に
考
え
た
い
の
は
、
あ
る
言
説
を
用
い
て
思
想
を

表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
言
説
自
体
の
特
性（
例
え
ば
、
言
語
の
構
成
）は
、
言
説
を
用
い
る
者
が
無
自
覚
の
う
ち
に
、
社
会
の
成
り

立
ち
に
関
す
る
当
人
の
想
定
や
理
解
を
特
定
の
方
向
に
導
く
作
用
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
チ
ャ
ド
・
ハ
ン
セ
ン

（Chad H
ansen

）は
か
つ
て
、
漢
語
そ
れ
自
体
が
部
分
―
全
体
の
モ
デ
ル
を
体
現
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
漢
語
に
可
算
名
詞
と

不
可
算
名
詞
の
別
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
中
国
人
は
事
物
を
描
写
す
る
際
に
、
世
界
を
個
人
に
よ
り
組
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
写
す
る
必

要
を
感
じ
ず
、
一
族
の
行
為
を
家
族
単
位
で
解
釈
し
よ
う
が
、
個
人
単
位
で
解
釈
し
よ
う
が
大
差
な
い
と
の
認
識
を
も
つ
と
い
う
の
）
（
（
だ
。
第

二
に
、
社
会
的
権
威
を
も
つ
人
物
に
よ
る
知
識
の
実
践
、
す
な
わ
ち
フ
ー
コ
ー
の
言
う
厳
粛
な
言
説
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
、
受
容
さ
れ
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
中
国
の
専
門
的
知
識
人
は
、
統
治
者
や
大
衆
に
対
し
、
社
会
構
築
に
関
す
る
自
ら
の
思
想
を
有
効
に
指
導
し
、
伝

播
さ
せ
、
強
化
し
、
推
進
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
は
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
独
自
の
方
法
論
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
社
会

は
、
知
識
人
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
全
面
的
に
議
論
を
展
開

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
初
歩
的
な
検
討
を
試
み
た
い
。

二
　
宗
法
社
会
―
―
社
会
構
成
の
複
製
と
伸
縮

　

ま
ず
、
中
国
社
会
が
自
ら
設
立
し
た
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
社
会
の
構
築
に
常
に
影
響
を

与
え
て
き
た
制
度
が
、
宗そ

う

法ほ
う

制
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
宗
法
制
と
は
、
宗そ
う

子し

〔
一
族
の
長
と
な
る
べ
き
子
〕の
権
力
を
確
立
し
、
行
使
し
、
擁
護
す

る
各
種
の
規
程
を
指
す
。
宗
法
規
程
は
、
一
方
で
は
、
中
国
社
会
が
当
時
す
で
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
社
会
構
造
と
の
関
わ
り
の
な
か
か
ら

生
ま
れ
た
。
原
始
氏
族
社
会
か
ら
国
家
形
態
を
備
え
た
社
会
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
、
中
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
家
の
目
に
明
ら
か
な
特
徴

を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
に
お
い
て
、
国
家
は
、
血
縁
関
係
を
打
ち
破
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の
血
縁
関
係
の
基
礎
の
上
に
建
設
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さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国
の
原
始
的
な
氏
族
組
織
と
国
家
形
態
の
あ
い
だ
に
実
質
的
な
違
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
他
方
で
、
中
国
社
会
は
、
氏
族
と
国
家
の
結
合
の
過
程
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
王
位
を
う
ち
立
て
、
世
襲
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直

面
し
た
。
歴
史
上
繰
り
広
げ
ら
れ
た
王
位
を
め
ぐ
る
闘
い
を
前
に
、
周し

ゅ
うの

時
代
の
人
々
は
、
宗
法
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

　

宗
法
と
は
宗
子
の
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
殷い

ん

・
商し
ょ
うの
時
代
に
現
れ
、
周
の
時
代
に
完
成
を
見
た
。
そ
の
社
会
構
築
の
方

法
は
、
次
の
三
つ
の
柱
を
有
し
て
い
た
。
第
一
に
、
立
子
立
嫡
の
制
度〔
嫡
男
を
後
継
と
し
て
擁
立
す
る
制
度
〕で
あ
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
き
宗

法
お
よ
び
服
喪
の
制
度
、
封
建
的
子
弟
の
制
度
お
よ
び
君
天
子
諸
侯
の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
第
二
に
、
宗
廟
に
つ
い
て
の
制
度
、
第
三
に

同
姓
不
婚
の
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
制
度
は
、
周
王
朝
が
天
下
に
規
範
を
構
築
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
周
公
の
目
指
す
と
こ
ろ

は
、
上
下
関
係
を
道
徳
の
下
に
治
め
、
天
子
、
諸
侯
、
卿け

い

、
大た
い

夫ふ

、
士
、
庶
民
を
一
つ
の
道
徳
団
体
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
に
あ
っ
）
（
（
た
。
そ

し
て
周
の
時
代
以
降
、
中
国
社
会
は
父
系
血
縁
関
係
を
基
盤
に
構
築
さ
れ
、
同
姓
、
同
氏
の
人
々
は
と
も
に
宗
子
の
絶
対
的
統
治
を
受
け
る

一
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
後
の
中
国
社
会
の
成
り
立
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
宗
法
制
度
に
お
け
る
分
封
原

則
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
嫡
子
で
あ
る
長
男
が
大た

い

宗そ
う

と
な
っ
て
父
位
を
継
承
し
、
そ
の
他
の
息
子
は
小
宗
と
な
っ
て
分
封〔
領
地
を
分
け
与
え

て
支
配
さ
せ
る
こ
と
〕を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
大
宗
は
祭
祖
に
よ
っ
て
小
宗
と
区
別
さ
れ
た
。
周
の
時
代
に
は
、
大
宗
か
ら
分
か
れ

出
た
小
宗
は
諸
侯
と
な
り
、
ま
た
諸
侯
の
嫡
子
た
る
長
男
は
諸
侯
の
爵
位
を
継
承
し
、
そ
の
他
の
男
子
は
卿
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
。
卿
は

ま
た
、
同
じ
原
則
に
則
っ
て
大
夫
を
、
大
夫
は
ま
た
同
じ
く
士
を
封
出
し
た
。
士
以
下
の
者
は
庶
民
と
な
る
た
め
、
士
の
嫡
子
以
外
の
男
子

は
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
封
ず
る
か
封
じ
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
庶
民
も
ま
た
こ
の
方
式
に
則
っ
て
自
ら
の
一
族
の
内

部
に
宗
法
制
を
構
築
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
、
我
々
は
、
複
製
お
よ
び
伸
縮
と
い
う
中
国
社
会
の
成
り
立
ち
の
特
徴
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
国
家
、
そ
し
て
特
定
の
階
層
内
部
の
秩
序
を
成
り
立
た
せ
る
原
則
が
、
異
な
る
社
会
等
級
の
な
か
に
お
い
て
も
貫
徹
、
あ
る

い
は
模
倣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
家
機
構
と
社
会
集
団
は
分
離
せ
ず
、「
家
」
と
「
国
」
と
の
あ
い
だ
に
は
同
一
の
一
貫
性
あ

る
原
則
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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上
述
の
分
析
に
も
と
づ
き
、
こ
こ
で
中
国
の
社
会
学
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
中
国
の
政

治
、
社
会
、
家
族
お
よ
び
個
人
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
他
国
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
連
続
性
と
同
一
性
を
特
徴
と
す
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
中
国
社
会
が
構
築
さ
れ
た
過
程
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
マ
ク
ロ
な
現
象
と
ミ
ク
ロ
な
現
象
を
隔
て
る
明
確
な
区
別
は
存

在
せ
ず
、
複
製
と
伸
縮
の
現
象
が
あ
る
の
み
だ
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
複
製
と
伸
縮
の
過
程
に
お
い
て
は
、
様
々
な
社
会
現
象
の

あ
い
だ
に
差
異
が
見
ら
れ
た
も
の
）
（
（
の
、
社
会
を
貫
く
発
想
は
、
上
述
の
と
お
り
に
定
め
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

　

中
国
の
宗
法
制
度
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
留
意
す
べ
き
問
題
は
、
こ
の
制
度
が
春
秋
時
代
以
降
、
国
家
制
度
と
し
て
は
徐
々
に

溶
解
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
王
朝
の
交
替
と
時
代
の
変
化
に
適
応
し
つ
つ
、
思
考
と
行
動
の
モ
デ
ル
あ
る
い
は
日
常
的
な
社
会
構
築
の
方
法

と
し
て
、
儒
家
の
思
想
と
言
説
の
実
践
の
な
か
で
一
貫
し
て
存
続
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
）
（
（
る
。
時
代
の
変
化
に
と
も
な
い
、
宗
法
制
度

は
、
大
宗
か
ら
小
宗
へ
、
貴
族
の
世
襲
制
か
ら
平
民
の
家
譜
制
へ
と
広
が
り
、
そ
の
機
能
も
、
政
治
的
な
も
の
か
ら
社
会
的
な
も
の
へ
と
転

換
し
な
が
ら
存
続
し
て
き
た
。
要
す
る
に
、
中
国
の
宗
法
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
神
聖
化
か
ら
世
俗
化
へ
と
向
か
い
、

そ
の
結
果
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
中
国
人
が
複
製
と
伸
縮
と
い
う
方
法
を
習
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
活
空
間
を
認
識
し
、
解
釈
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
国
家
と
個
人
―
―
中
国
人
の
言
説
分
析

　

個
人
と
社
会
、
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
に
関
わ
る
中
国
の
言
説
的
実
践
と
し
て
は
、
宗
法
制
の
影
響
を
受
け
、「
国
」
と
「
家
」
と
い
う
二
つ

の
文
字
が
結
合
し
「
国
家
」
と
い
う
言
葉
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
。
長
い
歴
史
に
お
い
て
、
国
家
形
態
は
度
重
な
る
変
化

を
遂
げ
、
今
日
的
な
意
味
で
の
国
家
は
す
で
に
歴
史
上
の
い
か
な
る
宗
法
、
専
制
と
も
形
態
を
全
く
異
に
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、

我
々
は
依
然
と
し
て
他
の
語
彙
を
当
て
る
こ
と
を
せ
ず
、「
国
家
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
こ
の
二
文
字
の
結
合
と
は
ま
っ
た
く
文
脈
を

異
に
す
る
政
治
制
度
を
言
い
表
し
て
い
る
の
だ
。
現
在
、
学
術
界
で
は
「
国
民
国
家
」
と
い
う
欧
米
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
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の
実
、
中
国
人
は
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
よ
く
理
解
し
て
お
ら
ず
、
多
く
の
人
々
は
、
メ
デ
ィ
ア
も
含
め
て
、「
天
下
」
と
い
う
言
葉
を
好

ん
で
用
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
説
の
変
遷
と
制
度
の
変
遷
を
比
較
し
た
場
合
、
言
説
の
方
が
明
ら
か
に
安
定
性
を
持
ち
、
変
化
に
対
し
て

遅
れ
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

中
国
の
古
代
社
会
の
言
説
的
実
践
に
お
い
て
、「
国
」
と
い
う
文
字
は
、
都
市
や
地
域
、
氏
族
、
政
治
機
構
な
ど
実
に
多
様
な
意
味
あ
い

を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
中
国
社
会
の
宗
法
制
度
に
照
ら
せ
ば
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
第
一
に
、
君
主
で
あ
る
。
国
そ
の
も
の

は
抽
象
的
か
つ
マ
ク
ロ
な
概
念
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
そ
れ
を
一
国
の
君
主
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
中

国
人
の
思
想
観
念
に
お
い
て
、
国
家
に
忠
誠
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
君
主
に
忠
誠
を
誓
う
と
い
う
こ
と
に
等
し
く
、
こ
の
点

は
国
家
の
も
つ
意
味
あ
い
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
社
会
で
あ
る
。
社
会
と
い
う
言
葉
は
外
来
語
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
中
国
の
伝
統
的
な
言
説
的
実
践
の
な
か
に
は
、
直

接
的
に
国
家
＝
社
会
と
解
釈
し
う
る
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
社
会
と
い
う
言
葉
が
映
し
出
す
内
包
と
外
延
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ

の
意
味
す
る
内
容
は
、
集
団
、
家
、
地
域
な
ど
、
国
家
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
内
容
と
重
な
り
を
も
っ
て
い
る
。
欧
米
の
政
治
学
、
社
会

学
、
法
学
な
ど
の
伝
統
的
専
門
分
野
に
お
い
て
、
国
家
と
社
会
の
関
係
は
、
あ
る
種
対
立
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者

は
、
政
府
に
よ
る
、
統
治
に
関
わ
る
、
階
層
的
で
、
管
理
志
向
を
も
つ
政
治
実
体
を
指
す
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
と
は
対
立
す
る
も
の

―
―
人
々
の
集
落
や
自
発
的
な
相
互
交
流
の
形
態
、
な
ら
び
に
生
活
、
労
働
、
娯
楽
の
た
め
の
集
団
―
―
を
指
す
。
か
く
の
ご
と
き
欧
米
式

の
二
項
対
立
モ
デ
ル
は
、
か
つ
て
は
中
国
の
学
者
が
、
中
国
の
歴
史
上
の
「
公
共
領
域
」、「
市
民
社
会［
中
国
語
：
公
民
社
会
］」
お
よ
び
そ

れ
に
か
か
わ
る
問
題
を
分
析
す
る
際
に
も
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
中
国
社
会
の
言
説
的
実
践
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
人
に
と

っ
て
国
家
と
社
会
と
は
決
し
て
対
立
関
係
に
あ
ら
ず
、
む
し
ろ
互
換
的
関
係
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
と
い
う
言
葉
で
国
家
を
指
す
こ

と
も
で
き
、
国
家
と
い
う
言
葉
で
社
会
を
指
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
梁
漱
溟
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
卓
見
を
示
し
て
い

る
。「
中
国
人
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
一
概
に
先
哲
の
思
想
に
導
か
れ
た
結
果
だ
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
国
家
が
社
会
の
な
か
に
融
解
し
、
社
会
と
国
家
が
互
い
に
溶
け
合
っ
て
い
る
と
い
う
一
つ
の
重
要
な
事
実
を
映
し
出
し
て
い
る
の
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だ
。
国
家
は
対
抗
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
は
そ
う
で
は
な
い
。
天
下
と
い
う
観
念
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
）
（
（
る
」。

　

第
三
に
、
天
下
で
あ
る
。
伝
統
的
な
中
国
の
言
説
に
お
い
て
、
国
家
は
、
多
重
性
を
も
つ
国
家
形
態
を
指
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
構
造

の
面
か
ら
見
る
と
、
中
国
の
伝
統
社
会
は
、
皇
帝
、
諸
侯
王
、
列
侯
な
ど
、
大
国
の
な
か
に
小
国
が
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
ま
た
、
中
国
の

領
域
は
広
大
で
あ
っ
た
た
め
に
、
人
々
は
観
念
上
、
中
国
を
世
界
と
見
な
し
、
こ
の
世
界
は
一
つ
の
皇
室
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
と
認

識
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
人
が
国
家
と
表
現
す
る
時
、
そ
れ
は
ま
た
天
下
を
も
意
味
し
た
。
か
つ
て
、
顧こ

炎え
ん

武ぶ

は
『
日
知
録
』
の
な
か
で
、

国
家
と
天
下
の
概
念
上
の
差
異
は
、
国
の
滅
亡
が
天
下
の
滅
亡
を
意
味
し
な
い
点
に
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
解
釈
か
ら
は
、
顧
炎
武
が
国
の

滅
亡
と
天
下
の
滅
亡
の
違
い
を
あ
く
ま
で
内
容
と
程
度
の
違
い
と
し
て
認
識
し
、
必
ず
し
も
国
家
と
天
下
の
概
念
上
の
違
い
を
論
じ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
）
（
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
天
下
の
興
亡
、
匹
夫
も
責
あ
り［
天
下
興
亡
、
匹
夫
有
責
］」
は
「
国
家
の
興
亡
、
匹
夫
も
責
あ

り
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
他
の
言
い
ま
わ
し
―
―
例
え
ば
「
家
天
下（
天
下
を
一
家
族
の
私
物
と
す
る
）」、「
打
天
下

（
天
下
を
取
る
）」、「
平
天
下（
天
下
を
治
め
る
）」、「
共
天
下（
天
下
を
共
同
で
分
け
合
う
）」
な
ど
―
―
に
お
け
る
天
下
の
意
味
あ
い
は
、
い

ず
れ
の
場
合
も
国
家
と
い
う
意
味
あ
い
と
大
差
な
い
の
で
あ
る
。

　

中
国
語
の
語
彙
の
な
か
で
は
、「
家
」
の
含
意
も
同
様
に
豊
富
で
あ
り
、
社
会
や
国
家
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
含
ま
れ
る
。
家
と
い
う
言

葉
の
意
味
あ
い
は
、
次
の
二
つ
に
整
理
で
き
る
。
第
一
に
、
家
族
や
一
族
、
宗
族
な
ど
、
血
縁
な
い
し
準
血
縁
関
係
で
つ
な
が
っ
た
人
々
の

集
団
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
や
封
地
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
左
伝
』
や
『
孟
子
』
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
用
法
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
中
国
の
伝
統
に
お
い
て
家
と
国
が
混
同
さ
れ
、
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
こ
そ
、
中
国
社
会
の
成
り
立
ち
に
見
ら
れ
る
強
い
独

自
性
―
―
構
造
上
の
複
製
と
伸
縮
、
内
包
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
不
分
、
思
考
上
の
非
二
項
対
立
的
傾
向
、
社
会
規
範
上
の
推
論
可

能
性（
後
述
）な
ど
―
―
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
家
と
国
が
併
用
さ
れ
た
言
い
ま
わ
し
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的

な
中
国
人
の
言
説
的
実
践
は
、
国
家
が
形
態
の
上
で
変
化
を
遂
げ
た
後
も
、
依
然
と
し
て
言
説
の
歴
史
的
慣
性
と
思
考
上
の
特
色
を
保
持
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
今
日
の
中
国
人
の
言
説
の
な
か
に
も
、「
〜
家
王
朝（
〜
家
の
王
朝
）」
や
「
保
家
衛
国（
家
を
守
り
国
を
守
る
）」、「
親

如
一
家（
家
族
の
よ
う
に
親
し
い
）」、「
国
興
家
旺（
国
が
繁
栄
し
家
が
栄
え
る
）」、「
国
破
家
亡（
国
が
破
れ
家
が
滅
び
る
）」
な
ど
と
い
っ
た
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言
い
ま
わ
し
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
歌
の
歌
詞
に
も
、「
我
們
的
大
中
国
、
好
大
的
一
個
家（
我
々
の
偉
大
な
中
国
は
な
ん
と
大
き
な

家
）」
や
「
我
們
是
相
親
相
愛
的
一
家
人（
私
た
ち
は
相
思
相
愛
の
一
つ
の
家
族
）」
な
ど
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
中
国
社
会
の
言
説
的
実
践
の
伝
統
か
ら
、
中
国
人
が
社
会
の
成
り
立
ち
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
分
析
し
て
き
た
。

以
下
で
は
、
先
述
し
た
欧
米
の
個
人
主
義
に
基
づ
く
言
説
が
中
国
社
会
で
い
か
に
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
、
社
会
と
個
人
と
の
関

係
が
中
国
に
お
い
て
誤
読
さ
れ
て
き
た
過
程
を
分
析
し
て
み
た
い
。

　

個
人
と
社
会
の
対
立
と
い
う
思
想
は
、
当
初
、
海
外
留
学
し
た
中
国
人
学
者
に
よ
っ
て
、
中
国
に
紹
介
さ
れ
た
。
厳
復
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ス
ペ
ン
サ
ー（H

erbert Spencer

）の
思
想
を
称
賛
し
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
社
会
学
研
究
』（
旧
訳
版
は
『
群
学
肄
言
』）を
翻
訳
す
る
こ
と
に

よ
り
、
中
国
の
知
識
界
全
体
を
戒
め
た
。
同
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
重
要
な
社
会
学
思
想
の
書
で
あ
り
、
訳
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は
中
国
の
知
識
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
広
く
深
く
伝
播
し
、
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
だ
が
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ（Benjam

in Schw
artz

）は
、
厳
復
の
思
想
に
は
矛
盾
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

　　

一
つ
の
文
化
と
し
て
よ
り
も
、
一
つ
の
社
会
・
国
民
国
家
と
し
て
観
念
さ
れ
る
中
国
を
模
索
し
て
い
た
厳
復
に
と
っ
て
、
生
物
有
機
体
と

ほ
ぼ
完
全
に
相
似
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
社
会
有
機
体
と
い
う
概
念
は
、
も
っ
と
も
鮮
明
な
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
な
環
境
の
な
か
で
生
存
と
成
長
と
優
越
を
求
め
て
闘
争
し
あ
う
、
多
く
の
有
機
体
の
一
つ
と
さ
れ

て
い
た
。
彼
は
言
う
。「
一
つ
の
社
会
集
団
が
形
成
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
構
造
、
機
能
に
つ
い
て
も
能
力
に
つ
い
て
も
、
一
個
の
生
物
と

異
な
ら
な
い
。
規
模
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
器
官
や
機
能
の
あ
い
だ
の
対
応
関
係
は
類
似
し
て
い
る
。
私
は
、
私
と
い
う
個
体
の
生
命
を
維

持
す
る
原
理
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
集
団
の
生
存
の
原
理
を
も
知
っ
て
い
る
。
私
は
、
何
が
個
人
に
長
い
生
命
を
も
た
ら
す
か
を
知

っ
て
い
る
よ
う
に
、
何
が
国
家
に
強
い
脈
搏
を
打
ち
続
け
さ
せ
る
か
を
も
知
っ
て
い
る
。
個
人
に
お
い
て
は
肉
体
と
精
神
が
互
い
に
依
存
し
、

国
家
や
社
会
に
お
い
て
は
物
質
的
な
力
と
道
徳
が
相
互
に
依
存
す
る
。
個
人
に
お
い
て
は
自
由
が
尊
重
さ
れ
、
国
家
に
お
い
て
は
独
立
が
尊

重
さ
れ
る
」。




