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「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
か
ら
説
明
し
て
い
き
ま
せ
う
。

　
元
来
こ
の
言
葉
は
日
本
語
と
し
て
さ
う
古
い
言
葉
で
は
な
く
、
多
く
の
学
問
上
の
言
葉
と
同
様
に
、
こ

れ
も
西
洋
の
言
葉
を
翻
訳
し
て
出
来
た
も
の
で
、
明
治
の
末
頃
か
ら
使
は
れ
だ
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

尤
も
、
そ
れ
以
前
に
「
文
化
」
と
い
ふ
年
号
も
あ
り
、
こ
の
熟
語
が
拠
つ
て
来
た
と
こ
ろ
を
吟
味
す
れ
ば
、

ま
つ
た
く
新
し
い
造
語
だ
と
は
云
へ
ま
す
ま
い
。
し
か
し
、
現
在
普
通
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
「
文
化
」
と

い
ふ
言
葉
は
そ
れ
と
関
係
は
な
さ
さ
う
に
思
は
れ
ま
す
。

　
原
語
は
ド
イ
ツ
語
の
ク
ル
ト
ゥ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
キ
ュ
ル
チ
ュ
ー
ル
、
英
語
の
カ
ル
チ
ュ
ア
と
、
そ

れ
ぞ
れ
同
じ
ラ
テ
ン
語
の
系
統
を
ひ
い
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
詮
議
は
、
い
ま
は
必
要
あ
り

ま
す
ま
い
。
た
ゞ
、
言
葉
に
よ
つ
て
現
さ
れ
た
概
念
と
し
て
は
西
洋
か
ら
は
ひ
つ
て
来
た
も
の
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
実
体
は
決
し
て
西
洋
に
の
み
あ
つ
て
日
本
に
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
こ
ゝ
で
は
つ

き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
西
洋
に
は
西
洋
の
「
文
化
」
が
あ
り
、
一
口
に
西

洋
文
化
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
固
有
な
も
の
と
、
多
少
相
通
じ
る
も
の
と
が
あ
る
や
う
に
、
同
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じ
東
洋
の
な
か
で
も
、
特
に
日
本
に
は
日
本
固
有
の
「
文
化
」
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
た
ゞ
、
日
本
で
は
、

西
洋
で
考
へ
る
や
う
に
、
ひ
と
つ
の
特
別
な
概
念
と
し
て
、
そ
れ
を
昔
か
ら
一
定
の
言
葉
で
あ
ら
は
し
て

ゐ
な
か
つ
た
と
い
ふ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
う
い
ふ
例
は
、
ほ
か
に
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
れ
な
ら
、
「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
ろ
し
い
か
。
こ
れ
も
、

参
考
の
た
め
に
西
洋
の
原
語
に
つ
い
て
し
ら
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の
「
耕
す
」
と
か
「
栽
培

す
る
」
と
か
い
ふ
意
味
の
言
葉
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
、
つ
ま
り
、
人
間
の
生
活
を
土
壌
に
た
と
へ
、
こ
れ

を
原
始
の
姿
か
ら
理
想
の
姿
に
高
め
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
工
夫
努
力
を
加
へ
る
、
そ
の
過
程
を
指
す
の

で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
人
間
生
活
の
理
想
の
姿
な
る
も
の
が
、
西
洋
と
東
洋
と
で
は
、
根
本
に
於
て
多
少
違

つ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
殊
に
、
わ
が
日
本
は
、
肇
国
以
来
、
厳
然
と
定
ま
つ
た
国
家
と
し
て
の
大
理
想
が

あ
り
ま
す
。
国
民
の
す
べ
て
は
、
そ
の
全
人
格
と
全
生
活
と
を
あ
げ
て
、
こ
の
大
理
想
に
向
つ
て
邁
進
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
個
人
々
々
の
生
活
の
理
想
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
遥
か
に
超
え
た
、

い
は
ゆ
る
八
紘
一
宇
の
生
活
の
理
想
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
文
化
は
、
即
ち
こ
の
精
神
に
根
ざ
し
、
こ
の

精
神
を
活
か
し
、
更
に
こ
の
精
神
を
大
き
く
伸
ば
し
て
行
く
全
国
民
の
信
念
と
情
熱
と
叡
智
と
か
ら
成
り
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立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
西
洋
の
近
代
文
化
は
、
「
文
明
」
と
い
ふ
別
の
名
で
世
界
を
風
靡
し
ま
し
た
。
こ
の
「
文
明
」

と
い
ふ
言
葉
は
、
意
味
の
上
で
は
、
「
文
化
」
よ
り
も
や
ゝ
具
体
性
を
も
つ
て
ゐ
て
、
か
の
野
蛮
と
か
未

開
と
か
い
ふ
言
葉
の
反
対
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
際
は
、
科
学
の
発
達
を
極
度
に
伴
ふ
も
の
で
あ

つ
た
結
果
、
そ
れ
は
、
文
字
通
り
機
械
文
明
と
云
は
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
「
文
明
」

の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
概
ね
個
人
の
幸
福
を
基
礎
と
す
る
社
会
生
活
の
円
滑
化
に
あ
つ
た
と
云
へ
る

の
で
あ
り
ま
し
て
、
か
ゝ
る
理
想
は
、
理
想
そ
の
も
の
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
み
、
結
局
は
、
自
由
競
争
の

名
の
下
に
、
世
界
を
動
乱
に
導
く
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
欲
望
に
は
き
り
が
な
い
と
い

ふ
こ
と
と
、
表
面
は
便
利
で
楽
し
さ
う
に
思
は
れ
る
生
活
も
、
そ
の
裏
を
の
ぞ
く
と
、
見
る
に
忍
び
な
い

や
う
な
醜
い
、
痛
ま
し
い
光
景
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
実
と
に
よ
つ
て
、
人
類
の
進
歩
は

お
ろ
か
、
む
し
ろ
、
人
間
が
物
質
の
奴
隷
に
な
つ
て
ゐ
る
状
態
が
誰
の
眼
に
も
は
つ
き
り
し
て
来
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　
も
と
も
と
、
「
文
明
」
と
は
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
な
い
筈
で
す
。
文
明
国
と
云
へ
ば
少
く
と
も
進
歩
し

た
国
家
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
具
へ
、
そ
の
道
徳
も
法
律
も
風
習
も
高
い
人
間
的
価
値
を
標
準
と
し

て
世
界
に
通
じ
る
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
国
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
真
の
文
明
は
、
い
は
ゞ
、
「
文
化
」
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の
技
術
的
な
あ
ら
は
れ
と
も
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
申
す
と
ほ
り
、
西
洋
文
明
の
今
日
ま
で
の
す

が
た
は
、
形
を
整
へ
る
に
急
で
、
そ
の
精
神
が
お
留
守
に
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
そ
の
精
神
が
確
乎
た
る
民
族
の
歴
史
の
上
に
築
か
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
か
ら
で
、
徒
ら

に
、
宙
に
浮
い
た
、
人
類
の
理
想
と
か
進
歩
と
か
い
ふ
お
題
目
に
捉
は
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
個
人
の
欲

望
を
満
た
す
こ
と
に
の
み
汲
々
と
し
て
ゐ
た
結
果
で
あ
り
ま
す
。

　
わ
が
国
に
於
て
も
、
明
治
維
新
こ
の
方
、
久
し
い
鎖
国
の
方
針
を
改
め
外
国
の
文
物
を
ど
し
ど
し
取
入

れ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
畏
れ
多
く
も
、
明
治
大
帝
の
聖
慮
に
よ
り
、
広
く
知
識
を

世
界
に
求
め
よ
う
と
す
る
朝
野
の
一
致
せ
る
努
力
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
旧
弊
固
陋
に
対
す
る
旗

印
と
し
て
「
文
明
開
化
」
と
い
ふ
言
葉
が
流
行
し
ま
し
た
。
日
本
は
も
と
も
と
野
蛮
国
で
も
未
開
国
で
も

な
い
の
は
勿
論
で
す
が
、
な
に
し
ろ
、
西
洋
文
明
の
長
を
取
り
、
急
速
に
制
度
や
風
俗
の
改
革
を
行
は
う

と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
勢
ひ
、
新
し
き
も
の
は
す
べ
て
よ
し
と
し
、
旧
き
も
の
は
す
べ
て
棄
て
去

ら
う
と
い
ふ
極
端
な
傾
向
が
生
じ
、
そ
の
た
め
に
は
、
西
洋
風
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
「
文
明
開
化
」
の
商

標
を
は
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
模
倣
は
往
々
不
十
分
な
理
解
の
も
と
に
行
は
れ
が
ち
で
あ

り
ま
す
。
従
つ
て
、
そ
の
頃
の
識
者
は
、
西
洋
文
明
の
阻
む
べ
か
ら
ざ
る
を
覚
り
つ
ゝ
も
、
な
ほ
か
つ
同

胞
の
軽
薄
な
西
洋
崇
拝
を
「
文
明
開
化
の
猿
芝
居
」
と
嘲
笑
し
た
く
ら
ゐ
で
あ
り
ま
す
。
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「
文
化
」
と
い
ふ
哲
学
上
の
言
葉
は
、
そ
れ
よ
り
ず
つ
と
後
れ
て
日
本
で
は
使
は
れ
だ
し
た
や
う
で
あ
り

ま
す
。
こ
ゝ
で
も
う
一
度
こ
の
言
葉
の
意
味
を
は
つ
き
り
さ
せ
て
お
け
ば
、
「
文
化
」
と
は
決
し
て
、
前

に
述
べ
た
「
文
明
開
化
」
の
四
字
を
二
字
に
つ
ゞ
め
た
言
葉
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、
文
化
は
本

来
「
精
神
文
化
」
で
あ
つ
て
、
「
物
質
文
明
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
解
釈
さ
へ
行
は
れ
て
ゐ
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
あ
る
学
者
の
説
で
あ
つ
て
、
一
般
に
は
、
さ
う
と
は
限
り
ま
す
ま
い
。

フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
は
、
む
し
ろ
、
文
化
と
い
ふ
言
葉
の
代
り
に
、
文
明
（
シ
ヴ
ィ
リ
ザ
シ
ヨ
ン
）
と
い
ふ

言
葉
を
使
つ
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
さ
う
と
「
文
化
」
の
定
義
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
哲
学
的
に
考
へ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
む
づ
か

し
い
言
ひ
方
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く
平
易
な
言
葉
を
使
へ
ば
、
「
人
間
の
一
切
の
精

神
力
の
開
発
と
、
そ
の
調
和
的
な
発
達
」
と
云
つ
て
も
よ
く
、
ま
た
、
「
人
間
が
そ
の
理
想
を
追
求
す
る

た
め
に
工
夫
努
力
す
る
一
切
の
生
活
表
現
」
と
云
つ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
は
広
い
意
味

の
「
文
化
」
で
あ
り
ま
し
て
、
政
治
も
経
済
も
、
軍
事
も
外
交
も
、
教
育
も
宗
教
も
、
そ
の
他
、
日
常
生

活
の
す
べ
て
の
内
容
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
狭
い
意
味
の
文
化
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
と
、
人
間
の
精
神
力
が
最
も
純
粋
な
形
で
高
度
に
発
揮
さ
れ
た
技
術
的
な
「
働
き
」
、
「
営
み
」

を
指
す
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
大
体
、
学
術
、
芸
術
、
道
徳
、
及
び
宗
教
の
四
つ
を
内
容
と
し
、
こ
れ
が
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個
々
に
在
る
の
で
は
な
く
、
統
一
さ
れ
た
か
た
ち
で
一
つ
の
価
値
を
作
る
と
こ
ろ
に
、
文
化
の
本
質
が
あ

る
と
い
ふ
風
に
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
学
問
的
な
説
明
は
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
、
ご
く
一
般
に
使
は
れ
る
言
葉
と
し
て
、
「
文
化
」
の
意
味
を

く
だ
い
て
云
へ
ば
、
「
国
民
と
し
て
の
理
想
を
達
成
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
え
ず
伝
統
の
上
に
、

更
に
豊
か
に
築
き
あ
げ
て
行
く
生
活
全
体
の
心
構
へ
と
方
法
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
ゝ
で
云
ふ
「
生
活
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
物
心
両
面
の
生
活
で
す
。
衣
食
住
を
物
質
生
活
の
面
と
す

れ
ば
、
知
情
意
の
働
き
が
精
神
生
活
の
面
で
す
。
考
へ
、
学
び
、
信
じ
、
愛
し
、
戦
ひ
、
苦
し
み
、
敬
ひ
、

美
を
感
じ
、
こ
れ
ら
「
心
の
生
活
」
、
こ
れ
は
抑
も
人
間
の
最
も
人
間
ら
し
い
姿
の
現
れ
で
す
が
、
こ
ゝ

に
ま
た
人
間
の
最
も
貴
重
な
力
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
科
学
も
芸
術
も
道
徳
も
宗
教
も
、
こ

の
「
心
の
生
活
」
を
豊
か
に
し
、
力
づ
け
、
磨
き
清
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
逆
に
云
へ
ば
、

豊
か
な
、
力
強
い
、
清
澄
な
精
神
生
活
か
ら
、
深
い
学
問
も
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
も
、
高
い
道
徳
も
、
あ
ら

た
か
な
宗
教
も
生
れ
て
来
る
の
で
す
。

　
更
に
ま
た
、
こ
の
「
心
の
生
活
」
こ
そ
、
「
物
質
生
活
」
の
原
動
力
と
な
り
、
こ
れ
に
秩
序
と
品
位
と

を
与
へ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
り
に
食
事
を
例
に
と
つ
て
み
て
も
、
人
間
は
た
ゞ
与
へ
ら

れ
た
も
の
を
む
し
や
む
し
や
食
べ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
栄
養
を
基
準
に
し
た
材
料
の
選
択
並
び
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に
調
理
と
い
ふ
頭
の
働
き
と
「
技
術
」
が
必
要
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
も
う
精
神
活
動
の
領
域
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
上
、
十
分
の
咀
嚼
と
か
、
「
腹
八
分
」
で
や
め
て
お
く
と
い
ふ
や
う
な
習
慣
も
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
次
に
、
食
膳
に
向
ふ
時
の
礼
儀
作
法
、
そ
の
う
ち
に
は
、
満
足
に
食
を
与
へ
ら
れ
る
も
の
の
感
謝
が

籠
め
ら
れ
て
ゐ
る
筈
で
す
。

　
か
う
考
へ
て
来
る
と
、
食
生
活
と
い
ふ
問
題
だ
け
で
も
、
そ
れ
は
精
神
生
活
と
別
々
に
行
は
れ
る
も
の

と
は
決
し
て
云
ひ
難
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
諸
外
国
を
旅
行
し
て
、
い
ろ
ん
な
人
間
の
い
ろ
ん
な
食
事
の
し
か
た
を
見
れ
ば
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
、

そ
の
国
の
「
文
化
」
の
一
面
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
料
理
の

う
ま
い
ま
づ
い
は
先
づ
別
と
し
て
、
ま
た
、
貧
富
の
程
度
に
よ
る
皿
数
の
多
少
も
問
題
外
と
し
ま
す
。
た

ゞ
、
食
事
に
対
す
る
観
念
、
食
器
の
種
類
、
献
立
の
巧
拙
、
飲
み
食
ひ
す
る
一
座
の
雰
囲
気
な
ど
で
、
そ

の
人
々
の
文
化
的
水
準
乃
至
特
徴
と
い
ふ
も
の
が
如
何
に
露
は
に
示
さ
れ
る
か
、
こ
れ
は
私
自
身
、
屡
々

経
験
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
二
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こ
ゝ
で
「
精
神
と
技
術
」
の
問
題
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。
「
精
神
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
古
来
甚
だ
多
く

用
ひ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
た
ゞ
漠
然
と
「
こ
ゝ
ろ
」
と
い
ふ
意
味
に
使
は
れ
て
ゐ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
可
な
り
し
ば
し
ば
、
「
道
徳
」
と
か
「
意
志
」
と
か
「
頭
脳
」
と
か
「
思
想
」

と
か
い
ふ
限
ら
れ
た
意
味
に
使
は
れ
て
ゐ
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。
更
に
、
ど
う
か
す
る
と
、
「
気
も
ち
」

や
「
量
見
」
や
「
根
性
」
と
い
ふ
代
り
に
、
「
精
神
」
と
い
ふ
言
ひ
方
を
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
一
時
、
国
民
精
神
総
動
員
と
い
ふ
言
葉
が
公
に
用
ひ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
、
倫
理
的
な

意
味
を
も
つ
て
ゐ
た
や
う
で
す
。
私
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
国
民
の
「
精
神
的
動
員
」
を
主
張
し
、
こ
れ

は
、
単
に
倫
理
的
な
面
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
的
な
面
で
も
、
芸
術
的
な
面
で
も
、
苟
く
も
、
日
本
国
民

の
「
心
」
、
即
ち
「
知
情
意
」
を
含
め
て
の
全
能
力
を
動
員
す
べ
し
と
云
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
「
文
化
総
動
員
」
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
さ
う
と
、
「
精
神
一
到
何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん
」
な
ど
と
い
ふ
言
葉
も
、
ど
う
か
す
る
と
精
神
を

意
志
の
意
味
に
解
し
易
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

　
一
時
ま
た
、
精
神
主
義
と
い
ふ
言
葉
が
流
行
し
ま
し
た
。
昔
、
精
神
家
と
云
つ
た
、
あ
れ
に
類
す
る
言

葉
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
一
種
の
揶
揄
を
含
ん
だ
語
感
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
功
利
主
義
、
技
術
万
能

主
義
が
挙
げ
ら
れ
る
で
せ
う
。
例
へ
ば
物
の
面
、
形
の
面
を
軽
ん
じ
、
な
ん
で
も
精
神
だ
け
で
解
決
し
よ
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う
と
す
る
の
が
精
神
主
義
だ
と
す
れ
ば
、
現
実
に
足
を
と
ら
れ
て
、
目
先
の
利
害
処
理
に
あ
く
せ
く
す
る

の
は
甚
だ
し
い
非
精
神
主
義
に
外
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
ゝ
で
、
精
神
と
技
術
と
い
ふ
問
題
が
起
つ
て
来
る
。
こ
の
二
つ
は
、
元
来
、
対
立
す
べ
き
性
質
の
も

の
で
は
な
い
に
拘
ら
ず
、
事
実
は
、
精
神
の
み
あ
つ
て
技
術
こ
れ
に
伴
は
ず
、
技
術
の
み
尊
重
さ
れ
て
精

神
が
忘
れ
ら
れ
る
と
い
ふ
現
象
が
往
々
い
ろ
い
ろ
な
方
面
で
み
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
の
精
神
と
は
、

早
く
云
へ
ば
、
「
魂
」
の
こ
と
で
、
現
実
の
世
界
に
於
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ん
の
力
も
な
い
代
り
、
ま

た
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
が
気
の
抜
け
た
も
の
に
な
る
と
い
ふ
、
極
め
て
微
妙
で
か
つ
厳
粛
な
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
人
間
の
行
為
と
い
ふ
行
為
、
言
葉
と
い
ふ
言
葉
、
み
な
こ
の
「
魂
」
の
入
れ
方
で
値
打
が
違
つ
て
来
る

の
で
あ
り
ま
す
。
政
治
、
経
済
、
外
交
、
軍
事
、
教
育
、
い
づ
れ
も
一
国
の
消
長
に
関
す
る
専
門
技
術
で

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
、
文
学
や
芸
術
、
さ
て
は
宗
教
の
類
と
同
じ
く
、
立
派
な
魂
が
は
ひ
つ

て
ゐ
な
か
つ
た
ら
、
い
く
ら
体
裁
ば
か
り
整
つ
て
ゐ
て
も
、
ほ
ん
た
う
の
力
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
私
の
眼
前
に
台
ラ
ン
プ
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
場
所
は
何
処
で
も
い
ゝ
、
例
の
下げ
手て
も
の
趣
味
の
舶
来

模
造
品
で
す
。
こ
れ
だ
け
を
取
り
た
て
ゝ
悪
く
云
ふ
に
は
当
り
ま
せ
ん
が
、
生
憎
、
私
の
云
は
う
と
す
る

こ
と
が
、
こ
ゝ
に
語
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
技
術
と
し
て
は
相
当
手
の
込
ん
だ
も
の
で
す
。
「
時
代
」
を
つ
け
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た
蝋
燭
立
も
い
ゝ
が
、
し
か
し
こ
の
安
手
な
感
じ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
せ
う
。
粗
製
濫
造
も
品
物
に
よ

り
け
り
で
、
こ
の
安
つ
ぽ
さ
は
、
こ
れ
を
作
つ
た
人
間
の
、
身
の
ほ
ど
を
弁
へ
ぬ
思
ひ
上
り
か
ら
来
る
の

で
す
。
美
を
生
み
出
す
魂
を
も
た
ず
し
て
、
美
術
品
に
見
え
る
や
う
な
も
の
を
作
ら
う
と
す
る
粗
野
な
振

舞
ひ
か
ら
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
国
力
が
、
従
来
他
の
部
門
に
比
し
て
、
軍
事
に
於
て
特
に
優
秀
で
あ
つ
た
の
は
、
国
軍
建
設
の

途
上
に
於
て
、
精
神
の
重
要
性
を
片
時
も
忘
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
す
。
が
、
今
日
で
は
、
こ
の
精
神
に
相

応
す
る
技
術
、
即
ち
、
兵
力
の
機
械
化
に
一
層
意
を
用
ひ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
国
民
の
力
は
、
こ
ゝ
で
、
新
た
な
面
へ
の
発
展
を
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
技
術
と
い
ふ
言
葉
も
亦
、
非
常
に
広
い
範
囲
に
亘
つ
て
使
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
物
理
や
化
学
の
応

用
に
よ
る
工
学
的
な
技
術
も
あ
り
、
人
文
科
学
の
領
域
に
於
け
る
調
査
研
究
の
技
術
も
あ
り
、
更
に
法
律

の
運
用
、
事
業
経
営
の
技
術
、
大
に
し
て
は
国
政
の
処
理
、
小
に
し
て
は
帳
簿
の
整
理
ま
で
、
こ
れ
を
技

術
と
呼
ん
で
呼
べ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
一
方
、
小
説
を
作
る
技
術
と
か
、
画
を
か
く
技
術
と
か
、
自
動
車
を
運
転
す
る
技
術
と
か
、
将

棋
を
さ
す
技
術
と
か
い
ふ
の
も
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
子
供
を
育
て
る
技
術
、
米
を
う
ま
く
炊
く
技
術
か

ら
、
借
金
取
り
を
追
払
ふ
技
術
な
ど
と
い
ふ
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
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要
す
る
に
、
人
間
の
知
識
と
経
験
と
に
よ
つ
て
、
最
も
合
理
的
に
仕
組
ん
だ
行
為
達
成
の
手
段
を
技
術

と
い
ふ
の
で
せ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
技
術
は
、
単
に
知
識
と
経
験
と
に
よ
つ
て
、
完
全
に
そ
の
目
的
を
達

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
前
に
も
云
つ
た
や
う
に
、
魂
、
即
ち
精
神
の
入
れ
方
に
よ
つ
て
、

そ
の
技
術
は
生
き
、
ま
た
は
死
ぬ
と
い
つ
て
も
い
ゝ
の
で
す
。

　
日
本
人
は
、
由
来
、
技
術
に
魂
を
打
ち
込
む
と
い
ふ
こ
と
が
如
何
に
大
切
で
あ
る
か
を
知
つ
て
ゐ
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
す
べ
て
の
技
術
に
対
し
て
、
こ
れ
を
純
粋
に
知
識
化
す
る
こ
と
が
不
得
手
で
あ
り
、
経
験

の
み
を
土
台
と
し
て
、
多
く
は
感
覚
的
に
技
術
の
薀
奥
を
究
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
従
つ
て
、
技
術
は
常

に
個
人
の
発
見
で
あ
り
、
門
外
不
出
の
秘
伝
で
も
あ
つ
て
、
こ
れ
が
普
及
と
い
ふ
こ
と
は
思
ひ
も
及
ば
ぬ

こ
と
だ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
一
般
の
日
本
人
は
、
技
術
と
い
ふ
も
の
を
た
ゞ
後
生
大
事
に

守
る
こ
と
の
み
を
考
へ
、
こ
れ
に
更
に
自
分
の
工
夫
を
加
へ
る
と
い
ふ
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
技
術

は
磨
か
れ
深
ま
つ
て
は
行
き
ま
し
た
が
、
豊
富
に
も
大
が
か
り
に
も
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。

　
あ
る
人
は
、
西
洋
の
文
化
を
技
術
文
化
と
呼
び
、
明
治
以
来
、
日
本
は
西
洋
か
ら
こ
の
種
の
文
化
を
移

入
し
た
の
だ
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
な
る
ほ
ど
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
、
た
し
か
に
西
洋
人
は
日
本
人
に

「
新
し
い
技
術
」
の
数
々
を
教
へ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
じ
め
て
近
代
文
明
の
洗
礼
を
授
け
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
し
か
し
、
日
本
の
技
術
は
、
果
し
て
、
西
洋
の
そ
れ
に
劣
つ
て
ゐ
た
で
せ
う
か
。
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こ
の
比
較
は
、
甚
だ
困
難
で
す
け
れ
ど
も
、
是
非
、
一
応
は
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

文
化
と
は
「
生
活
技
術
」
な
り
と
い
ふ
言
葉
ま
で
あ
る
く
ら
ゐ
で
、
日
本
文
化
の
優
秀
性
に
関
す
る
問
題

だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
第
一
に
、
技
術
の
生
れ
た
と
こ
ろ
必
ず
自
然
と
の
関
係
が
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、
技
術
の
伸
び
る
と
こ

ろ
必
ず
、
人
間
の
生
活
条
件
が
こ
れ
に
結
び
つ
く
の
で
す
。
日
本
人
の
自
然
観
は
、
そ
の
技
術
を
極
度
に

自
然
の
形
態
に
近
づ
か
し
め
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
西
洋
人
の
技
術
は
、
寧
ろ
、
自
然
の
法
則
を
逆
に
と
つ

て
、
自
然
を
圧
倒
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
に
加
へ
て
、
日
本
の
地
理
的
条
件
、
及
び
、
政

治
的
事
情
は
、
わ
が
国
民
を
し
て
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
悩
ま
し
め
な
か

つ
た
。
人
間
の
本
性
と
能
力
と
が
、
人
間
を
し
て
如
何
な
る
生
活
革
新
を
も
行
は
し
め
る
の
だ
と
い
ふ
、

自
信
と
希
望
と
を
持
つ
に
至
ら
な
か
つ
た
国
民
と
は
、
誠
に
不
思
議
な
国
民
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
技
術
は
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
魂
、
即
ち
精
神
の
籠
つ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
の
そ
れ
の
如

く
、
人
間
臭
芬
々
た
る
も
の
は
少
く
、
却
つ
て
、
人
間
離
れ
の
し
た
や
う
な
も
の
が
多
い
。
枯
淡
の
境
地

が
生
れ
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

　
言
葉
も
亦
ひ
と
つ
の
技
術
で
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
の
言
葉
と
日
本
の
言
葉
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
ま
つ

た
く
そ
の
発
達
の
し
か
た
が
違
つ
て
ゐ
ま
す
。
日
本
の
言
葉
く
ら
ゐ
、
直
接
に
思
想
感
情
を
現
さ
な
い
や
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う
に
で
き
て
ゐ
る
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
に 

生  

々 

な
ま
〳
〵

し
さ
と
い
ふ
も
の
が
な
く
、
余
韻
が
深
く
、
そ

れ
だ
け
に
、
不
用
意
に
使
ふ
と
誤
解
さ
れ
易
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
の
質
の
高
さ
は
た
し
か
に
フ
ラ

ン
ス
語
な
ど
に
劣
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
惜
し
い
こ
と
に
、
あ
ん
ま
り
む
づ
か
し
す
ぎ
ま
す
。
今

の
ま
ゝ
で
は
超
国
境
性
に
乏
し
い
。
特
殊
な
時
代
に
、
特
殊
な
環
境
の
下
に
使
は
れ
る
言
葉
と
し
て
は
、

非
常
に
高
級
な
言
葉
な
の
で
す
。

　
か
う
い
ふ
風
に
、
「
精
神
と
技
術
」
の
問
題
を
考
へ
て
み
て
も
、
「
文
化
」
の
高
さ
と
い
ふ
も
の
が
、

そ
の
二
つ
の
結
び
つ
き
方
に
よ
つ
て
き
ま
る
と
も
云
へ
ま
す
。
「
精
神
文
化
」
と
云
ひ
「
技
術
文
化
」
と

云
ひ
、
そ
れ
は
研
究
の
対
象
と
し
て
一
つ
の
角
度
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
文
化
の
本
質
的
価
値
は
、
こ
の
二

つ
の
角
度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
実
体
を
見
究
め
た
う
へ
、
更
に
、
こ
の
二
つ
の
面
の
結
び
つ
き
方
に
十
分
の
注

意
を
払
は
な
け
れ
ば
、
決
し
て
正
確
に
測
り
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
こ
れ
で
大
体
「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
の
解
釈
は
尽
き
た
や
う
で
す
。

　
近
頃
、
こ
の
言
葉
は
あ
ち
こ
ち
で
や
ゝ
乱
雑
に
使
は
れ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
よ
ほ
ど
注
意
し
な
い
と
、
な
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ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
を
こ
ゝ
で
少
し
拾
つ
て
、
説
明
の
つ
く
も
の
は
説
明
を
し
て
お
き
ま
せ
う
。

　
先
づ
近
頃
「
新
体
制
」
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
て
を
り
ま
す
。
云
は
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
着
々
、

実
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
国
家
機
構
の
す
べ
て
に
亘
つ
て
、
国
防
上
必
要
な
、
従
つ
て

永
久
に
わ
が
国
土
と
国
民
生
活
を
揺
ぎ
な
き
も
の
と
す
る
た
め
の
新
し
い
改
革
を
行
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
を
政
治
と
経
済
と
文
化
の
三
つ
の
面
か
ら
考
へ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
新
体
制
の
機
構
を
作
つ
て
ゆ

か
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
政
治
と
経
済
の
機
構
に
つ
い
て
は
、
例
へ
ば
政
治
は
、
政
党
が
解
消
し
て
新
た
に
翼
政
会
と

い
ふ
単
一
政
事
結
社
が
出
来
、
行
政
官
庁
の
整
理
改
廃
等
が
行
は
れ
、
経
済
界
は
経
済
界
で
、
重
要
産
業

に
関
す
る
統
制
会
が
出
来
る
と
か
、
中
小
商
工
業
の
転
業
問
題
に
手
を
つ
け
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
動
き

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
範
囲
も
わ
り
に
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
文
化
機
構
と
い
ふ
こ
と
に

な
り
ま
す
と
、
ど
う
も
そ
の
範
囲
が
茫
漠
と
し
て
ゐ
て
、
な
か
な
か
纏
り
が
わ
る
い
の
で
す
。
ご
く
大
ざ

つ
ぱ
に
云
へ
ば
、
さ
つ
き
「
文
化
」
の
内
容
と
し
て
挙
げ
た
、
学
問
、
芸
術
、
道
徳
、
宗
教
に
関
す
る
職

域
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
具
体
的
に
、
文
化
職
域
と
い
ふ
も
の
を
網
羅
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
、
一
応
、
職
域
或
は
職
能
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
文
化
部
門
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
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次
の
通
り
で
す
。

学
術
部
門

　
自
然
科
学
者
、
人
文
科
学
者

芸
術
部
門

　
文
芸
家
、
美
術
家
、
音
楽
家
、
舞
踊
家
、
演
劇
人
、
映
画
関
係
者
、
芸
道
家

教
育
部
門

　
大
学
専
門
学
校
教
師
、
中
等
学
校
教
員
、
国
民
学
校
教
員
、
特
殊
技
術
学
校
教
師
、
特
殊
学
校
教
師

　
（
聾
唖
学
校
等
）
、
職
業
技
術
教
師
、
保
姆
、
其
他
社
会
教
育
関
係
者

言
論
部
門

　
評
論
家
（
思
想
、
芸
術
、
社
会
等
）

宗
教
部
門

　
神
道
教
師
、
僧
侶
、
牧
師

公
務
・
法
務

　
官
吏
、
公
吏
、
陸
海
軍
人
、
公
共
団
体
職
員
、
法
務
従
事
者

出
版
・
報
道
部
門
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出
版
者
、
新
聞
記
者
、
編
輯
者
、
放
送
局
員

厚
生
部
門

　
厚
生
事
業
関
係
者
、
労
務
管
理
者
、
医
師
、
歯
科
医
、
獣
医
、
薬
剤
師
、
其
他
医
療
関
係
者
（
産
婆
、

　
看
護
婦
等
）
、
武
道
教
師
、
体
育
関
係
者

技
術
部
門

　
農
林
・
水
産
技
術
者
、
鉱
業
技
術
者
、
工
業
技
術
者
、
交
通
運
輸
技
術
者
、
通
信
技
術
者
、
情
報
宣
伝

　
技
術
者
、
商
業
技
術
者
、
金
融
・
保
険
技
術
者
、
生
活
補
助
技
術
者
（
料
理
人
、
理
髪
師
、
美
容
師
等

　
）
、
其
他
ノ
技
術
者

娯
楽
部
門

　
映
画
・
演
劇
関
係
者
、
大
衆
演
芸
家
、
室
内
競
技
関
係
者

　
右
は
厳
密
な
調
査
を
経
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
な
か
に
は
純
然
た
る
文
化
職
域
と
は
云
へ
な
い

も
の
、
つ
ま
り
、
商
工
業
と
し
て
経
済
職
域
に
跨
つ
て
ゐ
る
も
の
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
職
業
の
性
質
上
、

「
物
」
を
対
象
と
し
な
い
、
或
は
「
物
」
を
対
象
と
し
て
も
、
そ
の
「
物
」
の
取
扱
ひ
方
が
、
国
民
生
活

の
経
済
的
な
面
よ
り
も
寧
ろ
文
化
的
な
面
に
大
き
な
関
係
を
も
つ
職
業
は
、
ひ
と
ま
づ
こ
ゝ
に
か
ゝ
げ
て

み
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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例
へ
ば
理
髪
業
の
や
う
な
も
の
は
、
商
業
と
見
做
さ
れ
、
商
業
報
国
会
と
い
ふ
新
し
い
組
織
の
な
か
に

加
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
元
来
、
「
物
」
の
売
買
を
し
て
ゐ
る
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
「
物
」

を
作
る
の
で
も
な
く
、
若
し
、
頭
髪
に
「
加
工
」
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
人
間
の
身
体
の
一
部
で
す
か

ら
、
整
形
外
科
の
医
師
の
仕
事
に
近
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
医
師
は
立
派
に
文
化
的
職
域
に
属
し
て
ゐ
る

の
で
す
か
ら
、
衛
生
上
の
必
要
か
ら
と
外
容
を
整
へ
る
目
的
と
で
成
り
立
つ
理
髪
業
も
、
そ
れ
に
準
じ
て

少
し
も
可
笑
し
く
は
な
い
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
文
化
新
体
制
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
を
い
ふ
の
か
と
い
へ
ば
、
こ
れ
ら
あ
ら
ゆ
る
職
域
の
者
が
、

自
分
の
利
益
の
み
を
追
は
ず
、
国
家
目
的
に
最
も
適
つ
た
仕
事
ぶ
り
を
す
る
や
う
に
心
構
へ
を
改
め
、
か

つ
、
さ
う
い
ふ
風
に
仕
事
が
で
き
る
完
全
な
組
織
を
作
り
、
一
歩
進
ん
で
、
国
民
全
体
の
「
文
化
」
を
向

上
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
全
力
を
尽
す
や
う
な
姿
勢
を
整
へ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
国
民
生
活
を
「
文
化
」
の
現
れ
と
し
て
み
る
時
、
国
家
の
理
想
を
基
礎
と
し
、
正
し
い
伝
統
の
精
神
を

根
深
く
宿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
私
は
な
ほ
三
つ
の
面
か
ら
こ
れ
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
と
思
ひ
ま
す
。
第
一
に
、
「
能
率
」
が
あ
が
つ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
？
　
第
二
に
、
心
身
と
も
に
「
健
康
」

で
あ
る
か
ど
う
か
？
　
第
三
に
、
「
品
位
」
を
保
つ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
？

　
能
率
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
仕
事
を
含
む
個
人
ま
た
は
集
団
の
生
活
が
先
づ
規
律
正
し
く
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
仕
事
の
し
か
た
、
生
活
の
し
か
た
が
上
手
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
技
術
の
工

夫
錬
磨
が
必
要
で
す
。
無
駄
を
省
き
、
計
画
的
に
労
力
と
時
間
を
使
ひ
、
順
序
を
正
確
に
踏
ま
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
適
度
の
休
養
も
取
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
明
朗
な
気
持
を
持
ち
続
け
る
こ
と
も
大
切

で
す
。

　
身
体
の
健
康
は
、
平
時
に
於
て
も
等
閑
に
附
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
戦
ふ
国
民
と
し
て
是
非
と

も
最
高
度
に
保
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
が
た
め
に
は
、
病
気
に
か
ゝ
ら
ぬ
衛
生
上
の
注
意
以
外
栄
養
の
摂
取
と
適
度
の
鍛
錬
が
必
要
で
す
。

第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
も
つ
と
「
健
康
の
よ
ろ
こ
び
」
に
つ
い
て
は
つ
き
り
し
た
自
覚
を
も
た

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
か
ら
だ
が
丈
夫
で
な
い
こ
と
を
望
む
も
の
は
ゐ
な
い
筈
で
す
が
、
さ
う
か
と
云

つ
て
、
ほ
ん
た
う
に
「
健
康
」
と
い
ふ
こ
と
を
楽
し
い
仕
合
せ
な
こ
と
だ
と
い
ふ
こ
と
を
身
に
し
み
て
感

じ
、
健
康
の
上
に
も
健
康
を
願
つ
て
ゐ
る
も
の
が
い
く
た
り
あ
り
ま
せ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
国
民
の

「
健
康
観
」
と
い
ふ
も
の
が
し
つ
か
り
で
き
て
ゐ
な
い
証
拠
で
、
こ
れ
で
は
国
民
の
体
力
を
十
分
に
引
き
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あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
従
来
、
肉
体
的
健
康
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
う
か
す
る
と
精
神
的
な
能
力
と
比
例
し
が
た
い
や
う
な
、
俗

な
考
へ
方
が
世
間
に
可
な
り
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
て
、
才
子
多
病
と
い
ふ
言
葉
さ
へ
あ
る
く
ら
ゐ
で
す
が
、
こ

れ
は
つ
ま
り
、
久
し
い
間
、
「
文
化
」
の
か
く
あ
る
べ
き
姿
を
見
失
つ
た
時
代
が
つ
ゞ
い
た
か
ら
で
あ
り

ま
す
。

　
し
か
し
一
方
、
健
康
な
精
神
は
健
康
な
身
体
に
宿
る
と
い
ふ
訓
へ
も
あ
る
と
ほ
り
、
逞
し
い
精
神
力
、

殊
に
、
頭
脳
と
意
志
と
感
情
と
の
円
満
な
発
達
と
、
そ
の
旺
盛
な
活
動
は
、
ど
う
し
て
も
、
肉
体
が
健
康

で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
は
さ
う
と
、
肉
体
的
健
康
は
、
自
分
に
も
お
よ
そ
ど
の
程
度
か
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
り
、
医
師
の

診
断
に
従
ひ
、
或
は
相
当
な
指
導
者
に
つ
い
て
、
体
質
の
向
上
、
筋
骨
の
錬
磨
が
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、

精
神
の
健
康
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
、
自
分
で
は
な
ん
と
し
て
も
正
確
な
判
断
が
つ
き
か
ね
る

ば
か
り
で
な
く
、
ど
う
か
す
る
と
、
人
に
よ
つ
て
見
る
と
こ
ろ
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
ま
す
。

　
現
在
の
日
本
に
と
つ
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
国
民
の
「
精
神
的
健
康
」
を
取
戻
す
こ
と
だ
と
思
ひ

ま
す
。
日
本
の
国
内
の
情
勢
を
通
じ
て
、
挙
国
一
致
、
総
力
結
集
の
実
を
挙
げ
る
た
め
に
、
若
し
い
く
ぶ

ん
で
も
障
碍
に
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
で
も
な
い
、
古
代
の
日
本
民
族
が
世
界
の
何
れ
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の
民
族
よ
り
も
豊
か
に
も
つ
て
ゐ
た
、
あ
の
健
康
な
も
の
の
考
へ
方
、
も
の
の
感
じ
方
、
そ
し
て
、
あ
の

健
康
な
意
志
の
力
を
お
び
た
ゞ
し
く
喪
失
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
詳
し
く
述
べ
る
機
会
が
あ
る
で
せ
う
。

　
さ
て
、
第
三
に
は
、
品
位
を
保
つ
と
い
ふ
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
「
文
化
」
の
現
れ
と
し
て
特
に
、
国

家
の
威
信
に
関
す
る
極
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
人
間
の
品
位
と
は
、
こ
れ
を
気
品
と
云
つ
て
も
い
ゝ
の
で
す
が
、
一
言
に
し
て
は
云
ひ
尽
し

が
た
い
複
雑
微
妙
な
要
素
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
も
の
で
す
。
強
ひ
て
云
つ
て
み
れ
ば
、
そ
の
人
の
ど
こ
か
に

高
貴
な
匂
ひ
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
て
、
自
然
な
態
度
の
な
か
に
犯
し
難
い
力
と
親
し
み
と
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と

な
の
で
あ
り
ま
す
。
高
貴
な
と
い
ふ
の
は
、
必
ず
し
も
身
分
の
高
い
こ
と
や
、
学
識
の
豊
か
な
こ
と
を
指

す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も
つ
と
素
朴
な
精
神
の
純
粋
な
姿
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

例
へ
ば
、
「
神
様
の
や
う
に
」
正
直
な
人
と
云
へ
ば
、
そ
の
人
は
、
正
直
と
い
ふ
点
で
、
既
に
、
相
手
に

す
ば
ら
し
く
「
高
貴
な
も
の
」
を
感
じ
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
品
位
と
し
て
そ
の
人
の
身

に
つ
い
た
も
の
で
す
。
あ
る
場
合
、
「
神
様
」
な
ど
と
い
ふ
言
葉
は
不
用
意
に
使
は
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
と
に
か
く
、
頭
の
下
が
る
や
う
な
、
ほ
か
の
見
か
け
は
ど
う
あ
ら
う
と
、
決
し
て
馬
鹿
に
は
で
き

ぬ
と
い
ふ
、
一
種
の
畏
敬
信
頼
の
念
が
湧
く
こ
と
を
告
白
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
さ
う
い
ふ
印
象
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を
人
に
与
へ
得
る
人
物
は
、
風
体
や
社
会
的
地
位
や
教
育
の
あ
る
な
し
は
問
題
で
な
く
、
無
意
識
に
で
も

自
ら
恃
む
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
に
こ
そ
、
お
の
づ
か
ら
な
品
位
を
備
へ
た
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

万
一
、
こ
れ
が
正
直
を
衒
ひ
、
少
し
で
も
そ
れ
を
売
物
に
す
る
や
う
な
人
物
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
決
し
て
、

「
神
様
の
や
う
に
」
と
い
ふ
形
容
は
用
ひ
ら
れ
ま
す
ま
い
。
正
直
は
正
直
と
し
て
一
応
は
感
心
で
き
て
も
、

そ
こ
に
な
ん
と
な
く
わ
ざ
と
ら
し
い
も
の
、
け
ち
臭
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
品
位
を
高

め
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
品
位
な
る
も
の
の
性
質
で
あ
り
ま
す
。

　
真
の
「
文
化
」
と
「
似
而
非
文
化
」
と
の
区
別
は
、
な
に
を
例
に
と
つ
て
も
、
こ
の
「
品
位
」
の
あ
る

な
し
で
分
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
国
民
の
一
人
々
々
が
、
真
の
文
化
を
身
に
つ
け
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
お

の
づ
か
ら
、
そ
の
言
動
、
風
貌
に
そ
れ
が
滲
み
で
て
来
ま
す
。
大
東
亜
の
指
導
民
族
を
以
て
任
ず
る
わ
れ

わ
れ
日
本
人
は
、
武
道
に
於
て
も
古
来
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
の
「
品
位
」
な
る
も
の
を
、
社
会
万
般
の
活
動

を
通
じ
て
、
益
々
発
揮
し
な
け
れ
ば
、
将
来
異
民
族
の
信
望
を
か
ち
得
る
こ
と
は
断
じ
て
で
き
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
意
味
に
於
て
、
日
本
人
の
品
位
は
、
先
づ
第
一
に
、
日
本
人
た
る
の
矜
り
を
、
口
の
先
や
、
単
な

る
身
構
へ
だ
け
で
な
く
、
心
の
底
の
底
か
ら
持
ち
得
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
か
か
つ
て
ゐ
る
と
云
へ

ま
せ
う
。
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そ
れ
か
ら
ま
た
、
人
間
の
品
位
は
、
さ
つ
き
も
云
つ
た
と
ほ
り
、
素
朴
な
精
神
の
純
粋
な
姿
の
な
か
に

も
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
ほ
ん
た
う
に
洗
煉
さ
れ
た
作
法
、
熟
達
し
た
技
術
を
通
じ
て
も
示
さ
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

　
茶
道
の
形
式
が
こ
れ
を
証
明
し
、
ま
た
、
巨
匠
名
人
と
云
は
れ
る
人
々
の
風
格
を
見
て
も
わ
か
る
と
思

ひ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
の
身
近
な
ご
く
平
凡
な
人
物
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
や
ゝ
得
意
と

す
る
仕
事
に
没
頭
し
て
ゐ
る
時
の
、
あ
の
緊
張
し
た
、
し
か
も
落
つ
い
た
満
足
げ
な
す
が
た
の
う
ち
に
、

ど
う
か
す
る
と
、
そ
の
人
の
平
生
に
は
見
ら
れ
な
い
、
一
種
気
品
の
閃
き
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
発
見
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
危
な
げ
の
な
い
、
調
和
の
と
れ
た
、
澄
み
き
つ
た
、
美
し
い
姿
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
ま
た
、
都
会
の
、
技
巧
を
こ
ら
し
、
見
栄
を
は
つ
た
生
活
と
、
さ
う
い
ふ
生
活
を
し
て
ゐ
る
人
々

よ
り
も
、
農
村
あ
た
り
の
、
代
々
の
仕
来
り
を
守
つ
た
、
が
つ
ち
り
と
地
に
つ
い
た
、
目
立
た
な
い
生
活

と
、
さ
う
い
ふ
生
活
を
営
む
人
々
の
方
に
、
寧
ろ
よ
り
多
く
「
品
位
」
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
何
れ
に
し
て
も
「
品
位
」
は
附
焼
刃
で
な
い
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
五
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さ
て
、
こ
ゝ
で
私
は
、
「
品
位
」
を
最
も
傷
つ
け
る
「
卑
俗
さ
」
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
一
言
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

「
卑
俗
さ
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
読
ん
で
字
の
如
く
、
「
卑
し
く
俗
つ
ぽ
い
」
こ
と
で
、
も
ち
ろ
ん
、
「
高

貴
な
」
精
神
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
「
高
貴
な
」
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
程
度
が
あ
り
、

そ
の
現
れ
方
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
般
の
水
準
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に

か
く
、
人
間
と
し
て
、
ど
ん
な
場
合
で
も
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
「
品
位
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
と
、
私

は
信
じ
る
の
で
す
が
、
そ
の
「
品
位
」
を
傷
つ
け
、
心
あ
る
も
の
の
顰
蹙
を
買
ふ
や
う
な
調
子
が
、
若
し
、

そ
の
人
間
の
無
意
識
の
言
動
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
、
し
か
も
当
人
は
却
つ
て
、
さ
う
い
ふ
調
子
に
満
足
を

感
じ
て
ゐ
る
か
の
如
く
み
え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
き
つ
と
、
何
時
の
間
に
か
「
卑
俗
な
」
趣
味
に
捉
は

れ
、
ま
た
は
、
「
卑
俗
な
」
精
神
に
蝕
ま
れ
て
ゐ
る
証
拠
で
あ
り
ま
す
。

「
卑
俗
さ
」
は
必
ず
し
も
、
「
粗
野
」
と
一
致
は
し
ま
せ
ん
。
従
つ
て
、
一
見
巧
緻
を
極
め
た
技
術
的
表

現
の
な
か
に
、
往
々
、
「
卑
俗
さ
」
の
限
り
を
尽
し
た
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
す
。
都
会

の
風
俗
や
、
芸
術
の
名
を
冠
し
た
様
々
の
作
品
に
そ
の
例
が
多
い
こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。

「
卑
俗
さ
」
は
ま
た
、
自
ら
高
き
を
以
て
任
じ
る
指
導
的
言
論
の
な
か
に
、
却
つ
て
誇
ら
か
な
調
子
で
そ

れ
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
共
通
の
、
思
想
の
貧
し
さ
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
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そ
の
傾
向
の
主
な
原
因
は
、
真
の
理
想
を
夢
み
る
能
力
を
欠
い
た
、
性
急
な
打
算
と
手
軽
な
効
果
と
を
ね

ら
ふ
功
利
主
義
、
便
宜
主
義
で
あ
り
ま
す
。

　
従
つ
て
、
本
来
、
尊
厳
な
る
べ
き
道
徳
の
問
題
に
於
て
す
ら
、
そ
の
道
徳
を
標
榜
し
、
鼓
吹
す
る
精
神

の
う
ち
に
唾
棄
す
べ
き
「
卑
俗
さ
」
を
含
む
と
い
ふ
大
き
な
矛
盾
が
、
ど
う
か
す
る
と
平
然
と
通
用
し
て

ゐ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
卑
俗
さ
」
は
単
に
功
利
主
義
、
便
宜
主
義
か
ら
生
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

多
く
は
、
見
え
す
い
た
誇
張
、
若
し
く
は
、
わ
れ
知
ら
ず
陥
る
自
己
欺
瞞
を
伴
ひ
、
低
調
な
道
徳
観
の
、

身
の
ほ
ど
を
弁
へ
ぬ
思
ひ
あ
が
り
を
特
色
と
す
る
も
の
で
す
。

　
な
る
ほ
ど
、
一
応
、
「
道
徳
」
を
尊
重
す
る
と
い
ふ
身
構
へ
に
於
て
、
そ
れ
は
「
道
徳
的
」
と
云
つ
て

云
へ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
例
へ

ば
犠
牲
的
行
為
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
も
、
自
ら
さ
う
信
じ
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
若
し
仮
り
に
、
他
の
一
面

に
於
て
、
そ
の
行
為
が
、
何
等
か
の
報
酬
を
ひ
そ
か
に
期
待
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
つ
た
と
し
た
ら
、

こ
れ
を
犠
牲
的
行
為
と
名
づ
け
る
こ
と
す
ら
憚
り
あ
り
と
す
る
の
が
「
道
徳
」
で
あ
り
、
逆
に
、
こ
れ
を

強
ひ
て
犠
牲
的
行
為
と
み
な
し
、
少
く
と
も
、
敢
て
「
美
談
」
と
し
て
吹
聴
す
る
や
う
な
精
神
は
、
「
不

道
徳
」
と
は
云
へ
な
い
ま
で
も
、
頗
る
低
い
道
徳
意
識
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

　
か
ゝ
る
道
徳
観
、
道
徳
意
識
に
よ
つ
て
導
か
れ
た
あ
ら
ゆ
る
行
為
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
は
、
常
に
、
そ
の
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表
現
の
空
疎
で
月
並
な
感
激
調
と
共
に
、
最
も
「
卑
俗
な
」
臭
気
を
あ
た
り
に
撒
き
ち
ら
し
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
か
う
い
ふ
臭
気
は
世
間
に
ひ
ろ
が
り
易
く
、
多
く
の
人
々
は
そ
れ
に
馴
ら
さ
れ
て
、
し
ま
ひ
に
は

そ
れ
を
「
道
徳
の
臭
ひ
」
だ
と
思
ひ
込
む
や
う
に
な
り
ま
す
。
営
利
主
義
が
「
道
徳
」
と
結
ぶ
の
は
、
こ

の
虚
に
乗
ず
る
よ
り
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
政
治
も
亦
、
国
民
大
衆
を
導
く
便
法
と
し
て
、
屡
々
こ
の
種
の
「
卑
俗
さ
」
を
利
用
し
た
と
い
ふ
風
に

も
見
え
ま
す
が
、
実
は
、
政
治
そ
の
も
の
の
陥
つ
た
「
卑
俗
さ
」
が
、
期
せ
ず
し
て
「
俗
衆
」
の
み
を
対

象
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
が
従
来
の
傾
向
で
あ
り
ま
す
。

　
思
ふ
に
、
こ
の
「
卑
俗
さ
」
は
、
単
に
道
徳
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
、
綜
合
的
な
意
味
で
、
例

外
な
く
、
「
文
化
感
覚
」
の
鈍
さ
、
乏
し
さ
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
す
べ
て
の
物
象
を
通
じ

て
「
卑
俗
さ
」
の
主
た
る
原
因
と
な
る
も
の
は
、
恐
ら
く
、
こ
の
「
文
化
感
覚
」
の
幼
稚
、
貧
困
、
乃
至

は
磨
滅
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
「
文
化
感
覚
」
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
に
、
現
代
日
本
に
於
て
は
、
教

育
の
程
度
や
、
社
会
的
地
位
の
高
下
と
は
聊
か
も
関
係
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
山
間
の
陋
屋
に
住
む
無

学
な
一
農
村
青
年
が
、
堂
々
た
る
名
士
の
講
演
を
聴
い
て
、
趣
旨
は
よ
く
わ
か
り
、
少
し
も
異
存
は
な
い

が
、
ど
う
も
あ
の
調
子
や
言
葉
使
ひ
が
妙
に
気
に
な
る
と
、
首
を
ひ
ね
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
聴
い
て
ゐ
る
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方
で
恥
し
く
な
る
と
も
云
ふ
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
問
へ
ば
、
正
確
な
返
答
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
ゝ

い
ふ
こ
と
を
云
ふ
な
ら
、
あ
ゝ
で
な
く
云
つ
て
ほ
し
い
と
い
ふ
気
持
で
す
。
こ
れ
は
も
う
立
派
な
「
文
化

感
覚
」
で
す
。
つ
ま
り
、
講
演
者
の
「
文
化
的
教
養
」
を
正
確
に
評
価
す
る
勘
が
そ
こ
に
み
ら
れ
ま
す
。

多
分
、
紋
切
型
の
演
説
口
調
と
、
言
葉
の
濫
用
に
よ
る
示
威
的
な
表
現
か
ら
一
種
の
「
卑
俗
さ
」
を
嗅
ぎ

つ
け
、
こ
れ
は
意
外
だ
と
思
つ
た
の
で
せ
う
。

　
道
徳
的
な
低
さ
は
、
道
徳
的
で
な
い
、
或
は
道
徳
が
な
い
こ
と
と
は
少
し
違
ひ
ま
す
。
こ
れ
も
詳
し
く

話
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
問
題
が
少
し
わ
き
へ
外
れ
ま
す
か
ら
、
こ
ゝ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し

て
、
更
に
、
道
徳
的
な
低
さ
と
並
ん
で
、
「
卑
俗
さ
」
の
原
因
と
な
る
も
の
に
、
芸
術
的
な
低
さ
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
も
厳
密
に
云
へ
ば
、
芸
術
的
で
な
い
、
或
は
、
芸
術
が
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
と
は
違
ふ
の
で
、

芸
術
の
要
素
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
程
度
と
し
て
低
い
こ
と
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

美
を
目
指
し
て
、
美
の
最
下
部
、
即
ち
、
マ
イ
ナ
ス
の
領
分
に
安
住
し
て
ゐ
る
こ
と
で
す
。
わ
か
り
易
い

例
は
、
無
用
の
装
飾
が
そ
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
更
に
、
醜
い
細
工
が
さ
う
で
す
。
世
間
は
こ
れ
を
案
外

歓
迎
す
る
も
の
と
見
え
て
、
商
品
の
大
多
数
は
こ
の
手
の
も
の
と
云
つ
て
差
支
へ
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
凝

つ
た
住
宅
や
、
旅
館
、
料
理
店
な
ど
に
こ
の
例
が
な
か
な
か
多
く
、
婦
人
の
衣
裳
は
大
部
分
さ
う
だ
と
云

つ
て
も
い
ゝ
く
ら
ゐ
で
す
。
芸
術
家
と
称
せ
ら
れ
る
専
門
家
の
作
品
に
さ
へ
、
た
ま
た
ま
、
売
ら
ん
哉
の
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似
而
非
芸
術
品
が
あ
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
「
美
意
識
」
の
低
さ
に
よ
る
「
卑
俗
な
」
風
俗
の
横
行
で
あ
り
ま
す
が
、
同
様
に
、
「
科
学

的
」
幼
稚
さ
か
ら
生
れ
る
「
卑
俗
な
」
習
慣
と
い
ふ
も
の
も
考
へ
ら
れ
ま
す
。
迷
信
の
如
き
が
そ
れ
で
あ

り
ま
す
。

　
し
か
し
、
か
う
い
ふ
風
に
、
道
徳
、
芸
術
、
科
学
と
三
つ
の
角
度
か
ら
「
卑
俗
さ
」
の
本
質
を
し
ら
べ

て
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
強
ひ
て
分
け
る
必
要
も
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
は
可
な
り
無
理
な
こ
と
で
も
あ
る

に
拘
ら
ず
、
一
応
解
り
や
す
い
や
う
に
、
分
析
を
試
み
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
こ
れ
だ
け
で
は

ま
だ
、
「
卑
俗
さ
」
の
本
体
を
つ
か
む
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

「
卑
俗
さ
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
言
葉
ど
ほ
り
、
卑
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
世
間
普
通

の
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
状
態
か
ら
、
そ
も
そ
も
研
究
し
て
か
ゝ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

「
世
俗
」
と
か
「
俗
世
間
」
と
か
い
ふ
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
世
間
即
ち
「
俗
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
も
と
も
と
「
出
家
」
し
た
も
の
に
対
し
て
世
間
の
普
通
の
人
を
「
俗
人
」
と
云
つ
た
の
を
、

転
じ
て
「
凡
庸
」
の
意
に
用
ひ
、
更
に
、
卑
し
く
品
の
な
い
こ
と
を
指
す
に
至
つ
た
の
で
す
。
殊
に
、

「
卑
俗
」
、
「
俗
つ
ぽ
さ
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は
も
う
、
「
俗
の
俗
な
る
も
の
」
を
指
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
な
ら
、
そ
の
世
間
の
「
俗
つ
ぽ
さ
」
は
何
処
か
ら
来
る
か
と
云
へ
ば
、
私
に
云
は
せ
る
と
、
や
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は
り
、
久
し
き
に
亘
る
理
想
な
き
政
治
と
、
功
利
的
な
教
育
か
ら
来
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
い
ち
い
ち
例

を
挙
げ
る
こ
と
を
控
へ
ま
す
が
、
実
際
、
今
日
、
屡
々
公
の
名
に
於
て
な
さ
れ
る
事
業
や
、
そ
の
宣
伝
ま

で
が
、
「
俗
つ
ぽ
い
」
な
に
も
の
か
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
、
私
は
ひ
そ
か
に
憂
へ
て
ゐ
る
も
の
で
す
。

日
本
の
姿
は
決
し
て
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
す
。

「
卑
俗
さ
」
の
危
険
は
、
さ
う
い
ふ
わ
け
で
、
世
間
一
般
が
、
そ
れ
を
普
通
当
り
前
の
こ
と
と
し
て
見
過

し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
一
方
で
「
卑
俗
」
な
ら
ざ
る
も
の
を
、
「
高
尚
」
な
り
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
、
そ
れ
は
も
う
、
特
別
な
人
間
の
、
或
は
特
別
な
社
会
の
、
一
種
近
づ
き
難
い
領
域
で
あ
つ
て
、
さ

う
い
ふ
も
の
は
、
当
節
、
世
間
相
手
の
仕
事
に
な
ん
ら
役
に
立
た
ぬ
と
い
ふ
風
な
常
識
が
通
用
し
て
ゐ
る

か
に
見
え
ま
す
。
従
つ
て
、
「
高
尚
」
と
か
「
上
品
」
と
か
い
ふ
こ
と
は
、
聊
か
実
質
を
遠
ざ
か
つ
た
装

飾
の
や
う
に
も
考
へ
ら
れ
、
言
葉
の
悪
い
意
味
に
於
け
る
貴
族
趣
味
を
代
表
す
る
や
う
な
、
一
種
取
澄
し

た
滑
稽
な
表
情
を
す
ら
連
想
さ
せ
る
も
の
と
な
つ
た
の
で
す
。

「
雅
俗
」
と
い
ふ
熟
語
な
ど
も
、
「
雅みや
び
」
に
対
し
て
「
俗
」
と
云
へ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
別
に
「
卑

し
さ
」
を
ま
で
意
味
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
「
雅
び
」
そ
の
も
の
が
、
繊
弱

華
美
を
誇
る
限
り
、
決
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
「
高
雅
」
に
対
す

る
「
卑
俗
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
は
つ
き
り
し
た
価
値
の
対
立
が
み
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
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な
ら
、
「
雄
渾
高
雅
」
の
趣
き
は
、
日
本
の
国
風
を
象
徴
す
る
理
想
の
す
が
た
で
あ
る
と
、
私
は
信
じ
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
再
び
、
「
俗
つ
ぽ
さ
」
の
問
題
に
帰
り
ま
す
が
、
こ
の
世
間
に
通
用
し
て
ゐ
る
「
卑
俗
さ
」

の
正
体
は
、
た
し
か
に
、
前
に
も
述
べ
た
と
ほ
り
、
理
想
な
き
政
治
と
、
功
利
的
な
教
育
（
学
校
、
社
会
、

家
庭
を
含
め
た
）
の
う
ち
に
、
こ
れ
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
一
面
、
社
会
心
理
の
方
か

ら
見
て
い
く
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
個
人
々
々
が
「
時
の
大
勢
に
就
か
う
と
す
る
」
保
身
の
本
能
か
ら

出
て
を
り
、
ま
た
、
も
う
一
歩
突
つ
込
ん
で
云
へ
ば
「
人
が
許
し
さ
へ
す
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
で

か
す
」
と
い
ふ
、
か
の
群
集
心
理
に
見
ら
れ
る
信
念
の
麻
痺
か
ら
も
来
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。
要
す
る
に
、

精
神
の
矜
り
を
失
つ
た
人
間
の
、
常
に
、
「
一
番
楽
な
道
を
通
ら
う
」
と
す
る
、
怠
惰
で
、
か
つ
、
慾
深

い
性
質
の
現
れ
で
あ
る
と
、
私
は
断
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
俗
つ
ぽ
さ
」
が
「
卑
し
い
」
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
観
念
を
、
先
づ
青
年
が
強
く
も

つ
て
ゐ
て
、
世
間
の
無
自
覚
な
風
潮
と
飽
く
ま
で
も
戦
つ
て
く
れ
さ
へ
す
れ
ば
、
現
に
一
世
を
風
靡
し
て

ゐ
る
「
卑
俗
な
」
現
象
は
、
全
く
あ
と
か
た
を
絶
た
な
い
ま
で
も
、
少
く
と
も
、
人
前
を
憚
か
ら
ず
横
行

す
る
こ
と
だ
け
は
な
く
な
る
だ
ら
う
と
、
私
は
信
ず
る
の
で
す
。

　
そ
れ
に
は
、
純
潔
な
青
年
の
魂
が
、
お
の
づ
か
ら
も
つ
て
ゐ
る
「
高
き
も
の
」
へ
の
憧
れ
、
「
美
し
き
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も
の
」
へ
の
愛
、
「
真
実
な
る
も
の
」
へ
の
傾
倒
を
、
ひ
た
す
ら
推
し
進
め
る
勇
気
が
絶
対
に
必
要
で
す

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
高
き
も
の
、
美
し
き
も
の
、
真
実
な
る
も
の
」
を
そ
の
偽
物
と
峻
別
し
得
る
、

鋭
く
豊
か
な
「
文
化
感
覚
」
の
錬
磨
を
怠
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
類
ひ
な
く
輝
か
し
い
わ
が
国
体
の
尊
崇
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
生
き
つ
ゝ
あ
る
日
本
の
、
世
界
に
冠
絶

す
る
理
想
の
す
が
た
を
夢
み
る
一
臣
民
と
し
て
の
悲
願
と
、
そ
の
悲
願
を
幾
代
か
ゝ
つ
て
も
達
成
し
よ
う

と
す
る
、
ひ
た
ぶ
る
な
意
志
と
に
よ
つ
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
の
理
想
顕
現
を
阻
む
敵
は
、
外
に
米
英
あ
り
と
す
れ
ば
、
内
に
「
卑
俗
な
精
神
」
あ
り
と
、
敢
て

私
は
云
ひ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
以
上
、
能
率
と
健
康
と
品
位
と
、
こ
の
三
つ
を
「
文
化
」
の
現
れ
と
し
て
現
在
の
国
民
生
活
の
な
か
に

し
つ
か
り
植
ゑ
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
は
、
互
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
あ
る
の
で
す
。
即
ち
、
能
率
を
上
げ
る
た

め
に
は
心
身
の
健
康
が
大
切
で
あ
り
、
健
康
を
保
つ
た
め
に
は
能
率
の
い
ゝ
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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生
活
の
品
位
は
、
精
神
の
健
康
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
、
絶
え
ず
こ
の
三
つ
の
点
を
同

時
に
考
へ
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
正
し
い
意
味
に
お
け
る
「
教
養
」
と
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
条
件
を
、
完
全
な
力
と
し

て
身
に
つ
け
る
こ
と
を
指
す
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
銘
記
し
て
ほ
し
い
と
思
ひ
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
「
文
化
」

を
も
つ
と
は
、
正
し
い
「
教
養
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
だ
と
い
ふ
、
今
日
一
般
に
通
用
し
て
ゐ
る
言
ひ
方

も
こ
ゝ
で
は
じ
め
て
間
違
ひ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
教
養
」
と
「
文
化
」
と
は
い
は
ゞ
手

段
と
目
的
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
つ
て
、
教
養
が
深
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
ら
高
い
文
化
を
身
に
つ
け

て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
国
の
文
化
を
代
表
し
、
こ
れ
を
指
導
す
る
役
割
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味

し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
「
文
化
人
」
と
い
ふ
妙
な
言
葉
が
使
は
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
「
知
識
人
」
と
か
「
知
識
階
級
」

と
か
い
ふ
言
葉
の
内
容
と
も
違
ひ
、
こ
れ
は
、
一
般
に
精
神
労
働
と
も
称
せ
ら
れ
る
仕
事
に
従
事
す
る
思

想
家
的
傾
向
の
あ
る
学
者
、
文
学
者
を
含
む
著
述
家
、
芸
術
家
等
を
主
に
指
す
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
時

に
は
、
そ
の
ほ
か
の
職
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
も
の
で
も
、
特
に
読
書
家
で
あ
つ
た
り
、
多
少
高
級
と
思
は

れ
る
趣
味
を
解
し
、
わ
け
て
も
文
学
芸
術
の
愛
好
者
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
、
こ
れ
を
「
文
化
人
」

と
呼
ぶ
習
慣
も
あ
り
ま
し
た
。
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殊
に
注
意
す
べ
き
は
、
「
文
化
人
」
と
云
は
れ
る
た
め
に
は
、
多
少
、
ど
こ
か
西
洋
臭
い
と
こ
ろ
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
漠
然
と
し
た
感
じ
が
あ
つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
西
欧
的
な
教
養
と
、

「
近
代
的
文
化
」
と
い
ふ
こ
と
と
は
、
切
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
以
上
は
、
「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
甚
だ
狭
く
、
し
か
も
歪
ん
で
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
証
拠
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
の
言
葉
が
西
洋
の
言
葉
の
翻
訳
で
あ
る
た
め
に
、
「
文
化
」
そ
の
も
の
ま
で
、
な
に
か
西
欧
的

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
誤
つ
た
観
念
か
ら
来
た
重
大
な
錯
覚
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
と
同
じ
や
う
な
言
葉
の
濫
用
、
考
へ
の
不
徹
底
が
到
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
例
の
「
文
化
住
宅
」

と
い
ふ
や
う
な
言
葉
が
そ
れ
で
す
。

　
元
来
、
住
宅
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
最
も
そ
の
国
の
風
土
習
慣
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

り
、
そ
の
建
築
は
、
い
づ
れ
の
点
か
ら
み
て
も
、
国
民
生
活
の
特
色
を
発
揮
し
、
時
代
の
変
遷
に
応
じ
た

そ
の
国
の
文
化
を
如
実
に
現
す
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
、
厳
密
に
云
へ
ば
、
文
化
住
宅
な

ど
と
い
ふ
言
葉
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一
歩
譲
つ
て
、
「
文
化
」
の
最
尖
端
を
行
く
住

宅
建
築
の
こ
と
を
指
す
な
ら
、
そ
れ
は
第
一
に
、
民
族
興
隆
の
意
気
と
理
想
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
、
「
文
化
住
宅
」
と
い
へ
ば
、
概
し
て
も
の
欲
し
さ
う
な
和
洋
折
衷
の
簡
便
主
義
、
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赤
瓦
青
ペ
ン
キ
と
い
ふ
風
な
植
民
地
的
享
楽
気
分
が
土
台
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。

　
な
る
ほ
ど
、
「
文
化
住
宅
」
の
設
計
者
は
、
こ
れ
こ
そ
経
済
的
条
件
の
ゆ
る
す
限
り
、
合
理
的
か
つ
趣

味
的
要
求
を
満
た
し
た
も
の
と
云
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
時
代
の
風
潮
と
い
ふ
も
の
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、

合
理
的
と
は
簡
便
第
一
で
あ
り
、
趣
味
的
と
は
伝
統
を
忘
れ
て
感
覚
の
刺
戟
を
追
ふ
こ
と
だ
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
七

　
こ
ゝ
で
、
私
は
、
文
化
の
水
準
を
は
か
る
尺
度
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
前
に
述
べ
た
、

能
率
、
健
康
、
品
位
は
、
国
民
生
活
そ
の
も
の
の
、
正
し
い
体
制
を
整
へ
る
目
標
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今

度
は
、
ひ
ろ
く
「
文
化
」
の
価
値
標
準
を
、
ど
こ
に
目
安
を
お
い
て
測
つ
た
ら
よ
い
か
と
い
ふ
問
題
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
間
一
人
々
々
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
件
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
云
へ
る
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
は
、
ご
く
大
ざ
つ
ぱ
な
、
常
識
的
な
考
へ
方
で
あ
り
ま
す
が
、
先

づ
、
人
な
り
物
な
り
の
道
徳
性
と
い
ふ
こ
と
が
一
つ
、
国
体
に
憚
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
、
人
道
に
適
つ
て

ゐ
る
か
、
邪
よ
こ
し
まな
と
こ
ろ
は
な
い
か
、
神
を
畏
れ
ぬ
不
逞
な
と
こ
ろ
は
な
い
か
、
仮
面
を
か
ぶ
つ
て
は
ゐ
な
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い
か
、
つ
ま
り
、
道
徳
的
に
み
て
ど
う
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
標
準
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
次
は
、

科
学
性
と
で
も
云
ひ
ま
す
か
、
知
的
に
み
て
ど
う
か
と
い
ふ
標
準
で
あ
り
ま
す
。
理
窟
に
適
つ
て
ゐ
る
か

ど
う
か
、
物
の
考
へ
方
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
、
頭
が
一
方
に
偏
し
て
ゐ
な
い
か
ど
う
か
、
心
深
い
と

こ
ろ
ま
で
見
き
は
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
一
つ
。
第
三
に
は
、
美
し
い
か
醜
い
か
、
言
ひ
換

へ
れ
ば
芸
術
性
の
高
い
低
い
で
あ
り
ま
す
。
美
し
さ
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ん
た
う
に
美
し
い

も
の
は
、
自
然
を
除
い
て
は
稀
で
あ
り
ま
す
。
人
情
の
美
し
さ
は
道
徳
的
と
も
云
へ
ま
す
が
、
道
徳
を
超

え
、
道
徳
で
は
律
せ
ら
れ
ぬ
美
し
さ
が
、
人
間
の
精
神
の
す
が
た
と
働
き
の
な
か
に
は
往
々
に
し
て
あ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
発
見
す
る
眼
は
む
ろ
ん
必
要
で
あ
り
ま
す
。
芸
術
的
な
眼
と
で
も
云
ひ
ま
せ
う

か
。
物
の
美
し
さ
も
、
そ
の
人
の
眼
の
高
さ
に
よ
つ
て
い
ろ
い
ろ
に
映
り
、
そ
れ
ほ
ど
美
し
く
な
い
も
の

を
非
常
に
美
し
い
と
思
ふ
の
は
幼
稚
な
感
覚
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
反
対
に
、
人
の

気
の
つ
か
な
い
や
う
な
も
の
の
う
ち
に
、
す
ぐ
れ
た
美
の
要
素
を
認
め
る
の
は
、
そ
の
人
の
心
の
窓
が

「
美
」
に
向
つ
て
大
き
く
開
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
お
よ
そ
感
覚
、
感
情
を
通
じ
て
う
つ
た

へ
る
美
し
さ
は
、
特
別
の
も
の
を
除
い
て
、
万
人
の
胸
に
ひ
ゞ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
美
し
さ
の
程
度
は
、

「
文
化
」
の
一
つ
の
標
準
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
道
徳
性
、
科
学
性
、
芸
術
性
、
こ
の
三
つ
の
性
格
は
、
文
化
を
形
づ
く
る
主
な
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
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人
間
の
活
動
が
、
知
、
情
、
意
の
三
つ
の
働
き
に
帰
す
る
こ
と
か
ら
み
て
も
う
な
づ
か
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。

更
に
、
人
間
の
理
想
と
し
て
永
久
に
追
ひ
求
め
る
真
、
善
、
美
は
、
ま
た
、
こ
の
三
つ
の
「
文
化
」
の
面

に
符
合
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
た
ゞ
、
こ
の
三
つ
の
要
素
は
、
飽
く
ま
で
も
、
不
即
不
離
の
関
係
に
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
う

ち
の
一
つ
だ
け
が
完
全
に
備
は
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
事
実
あ
り
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
さ
う
い
ふ
風
に
見
え
る
こ
と
は
、
「
文
化
」
の
歪
み
で
あ
り
、
不
健
全
な
状
態
で
あ
り
ま
す
。

　
例
へ
て
云
へ
ば
、
道
徳
的
に
み
て
正
し
い
人
物
と
仮
り
に
折
紙
を
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
人
物
で
も
、
往

々
、
物
の
考
へ
方
が
偏
狭
で
、
味
も
そ
つ
け
も
な
く
、
判
断
が
軽
率
で
、
常
識
さ
へ
も
疑
は
れ
る
と
い
ふ

や
う
な
半
面
を
も
つ
て
ゐ
た
り
す
る
の
は
、
少
く
と
も
、
「
文
化
」
と
い
ふ
点
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に

不
具
者
と
云
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
芸
術
家
乃
至
は
芸
術
に
親
し
む
人
で
あ
り
な
が
ら
、
道

徳
的
に
は
無
軌
道
で
あ
つ
た
り
、
学
問
を
軽
蔑
し
、
殊
に
科
学
を
敵
視
し
す
ぎ
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
ま

た
褒
め
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
品
物
に
つ
い
て
考
へ
て
み
て
も
、
物
の
利
用
価
値
と
い
ふ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
第
一
に
計
算
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
実
用
本
位
と
い
ふ
こ
と
に
の
み
気
を
取
ら
れ
、
文
化
価
値
を
全
く
閑
却
し

た
も
の
は
、
い
は
ゆ
る
殺
風
景
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
殺
風
景
も
忍
ぶ
べ
き
時
に
は
忍
ぶ
べ
き
で
あ
り
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ま
せ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
常
態
と
な
る
こ
と
は
、
結
局
、
人
間
の
退
化
で
あ
り
、
堕
落
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
な
ら
、
品
物
の
文
化
価
値
と
は
ど
う
い
ふ
形
で
現
れ
る
か
と
云
へ
ば
、
さ
つ
き
云
つ
た
と
ほ
り
、
お

ほ
む
ね
道
徳
性
、
科
学
性
、
芸
術
性
の
三
つ
の
形
で
現
れ
ま
す
。
品
物
の
道
徳
性
と
は
ち
よ
つ
と
説
明
が

困
難
で
す
が
、
一
番
わ
か
り
い
い
の
は
、
つ
ま
り
、
ま
や
か
し
も
の
で
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
、
俗
に
云
ふ
、

「
イ
ン
チ
キ
性
」
が
な
い
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
「
ち
や
ち
な
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
一
方
道
徳
的
な
意
味
も
あ
る
と
同
時
に
、
寧
ろ
、
科
学
性
の
低
い
、
技
術
的
に
幼
稚
、
或
は
粗
雑

な
も
の
を
指
す
の
で
、
や
は
り
、
利
用
価
値
か
ら
云
つ
て
も
問
題
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
更

に
、
「
ち
や
ち
な
」
も
の
は
、
美
し
い
と
い
ふ
点
か
ら
落
第
点
が
つ
け
ら
れ
ま
せ
う
。
物
の
美
し
さ
は
、

そ
れ
が
一
つ
の
用
途
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
き
つ
と
、
そ
の
精
巧
さ
と
比
例
し
、
使
ひ
よ
く
丈
夫
で
永

持
ち
の
す
る
も
の
な
ら
、
形
と
云
ひ
艶
と
云
ひ
、
申
分
の
な
い
美
し
さ
を
発
揮
し
て
ゐ
る
に
違
ひ
あ
り
ま

せ
ん
。
才
能
の
あ
る
職
人
の
心
が
そ
こ
に
籠
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
品
物
は
、

ど
こ
と
な
く
気
品
が
あ
り
、
重
み
が
あ
り
、
凜
然
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
更
に
「
美
し

さ
」
と
一
致
し
た
「
道
徳
的
」
価
値
が
生
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
刀
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
た
ゞ
切
れ
味
と
い
ふ
や
う
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
鉄
の
鍛
へ
方
の
世

界
無
比
と
も
い
ふ
べ
き
高
度
の
技
術
、
刀
剣
と
し
て
の
最
上
の
美
的
形
態
、
そ
れ
と
刀
は
武
士
の
魂
と
云
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は
れ
る
だ
け
の
倫
理
的
厳
粛
さ
が
、
あ
の
三
尺
の
白
刃
の
光
芒
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
こ
の

三
要
素
が
渾
然
と
し
て
一
体
と
な
り
、
欧
米
人
の
想
像
を
絶
し
た
武
器
の
宝
物
的
典
型
と
な
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
「
文
化
」
の
精
髄
と
は
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
八

　
近
頃
は
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
団
体
ま
た
は
機
関
の
名
称
に
、
「
何
々
文
化
協
会
」
と
か
、
「
何
々
団
文

化
部
」
と
か
い
ふ
も
の
が
著
し
く
目
立
つ
て
来
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
見
方
に
よ
つ
て
は
、
「
文
化
」

と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
世
間
一
般
の
関
心
が
高
ま
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
ま
た
一

方
か
ら
考
へ
る
と
、
「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
の
濫
用
に
よ
つ
て
、
「
文
化
」
に
対
す
る
正
当
な
認
識
を
妨

げ
、
ひ
い
て
は
、
「
文
化
」
そ
の
も
の
の
混
乱
、
頽
廃
を
招
く
結
果
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
、
ひ
そ
か
に
懼

れ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
に
は
、
広
い
意
味
と
狭
い
意
味
と
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
十
分
諒

解
し
得
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
こ
れ
を
混
合
し
て
使
つ
た
り
、
ま
た
使
は
れ
て
ゐ
る
意
味
を
取
違
へ
た
り
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
今
日
の
や
う
な
現
象
が
生
れ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
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先
づ
第
一
に
、
今
度
文
部
省
教
化
局
に
文
化
施
設
課
と
い
ふ
一
課
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
お
役

所
の
こ
と
で
す
か
ら
、
十
分
慎
重
に
名
称
の
詮
議
が
行
は
れ
た
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

こ
の
文
化
施
設
課
の
所
管
範
囲
は
、
演
劇
、
映
画
、
博
物
館
、
図
書
館
等
に
限
ら
れ
て
を
り
、
そ
れ
以
外

の
文
化
施
設
は
、
他
の
部
局
の
所
管
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

　
更
に
、
大
政
翼
賛
会
に
文
化
部
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
以
前
は
組
織
局
に
属
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
組
織

局
が
実
践
局
と
変
り
、
そ
の
実
践
局
に
、
新
た
に
、
厚
生
部
が
設
け
ら
れ
、
従
来
の
文
化
部
の
仕
事
が
一

部
そ
の
方
に
遷
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
、
錬
成
局
に
思
想
部
と
い
ふ
部
が
別
に
で
き
、
文
化

部
か
ら
「
思
想
」
に
関
す
る
こ
と
は
そ
つ
ち
へ
移
管
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
す
る
と
、
文
化

部
に
は
何
が
残
る
か
と
云
へ
ば
、
学
術
、
文
学
、
芸
術
、
そ
れ
に
、
さ
う
い
ふ
部
門
を
包
含
す
る
出
版
、

放
送
と
い
ふ
や
う
な
事
業
職
域
関
係
、
図
書
館
、
博
物
館
な
ど
の
文
化
機
関
、
そ
れ
と
、
国
民
生
活
の
文

化
面
、
教
養
、
娯
楽
、
風
俗
、
習
慣
と
い
ふ
や
う
な
方
面
の
問
題
だ
け
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
で
も
な
ほ
広
汎
と
云
へ
ば
広
汎
で
あ
り
ま
す
が
、
「
文
化
」
と
「
思
想
」
と
は
切
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
厚
生
」
と
は
国
民
生
活
を
豊
か
に
健
全
な
ら
し
む
る
方
策
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
こ
れ
ま
た
、
「
文
化
」
と
い
ふ
角
度
か
ら
こ
れ
を
取
扱
は
な
け
れ
ば
、
綜
合
的
な
効
果
は
挙
げ
ら
れ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
一
例
を
人
口
問
題
に
と
つ
て
み
て
も
、
こ
れ
は
健
民
運
動
と
し
て
官
民
一
体
の
運
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動
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
事
務
は
、
翼
賛
会
で
は
厚
生
部
の
所
管
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
運

動
の
実
体
は
、
文
化
部
関
係
の
職
域
を
動
員
す
る
こ
と
が
最
も
肝
腎
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
か
う
い
ふ
風

に
、
「
文
化
部
」
の
仕
事
を
見
て
行
く
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
出
版
文
化
協
会
、
音
楽
文
化
協
会
、
少
国
民
文
化
協
会
、
宣
伝
文
化
協
会
な
ど
と
い
ふ
団

体
が
新
た
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
出
版
に
関
す
る
統
合
団
体
を
出
版
文
化
協
会
と
、
故
ら
「
文
化
」
の
名
称
を
冠
し
た
と
こ
ろ
に
、
専
ら

時
代
的
な
意
味
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
が
、
そ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
出
版
界
は
、
好
む

と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
多
か
れ
少
か
れ
、
自
由
主
義
経
済
の
波
に
乗
つ
て
営
利
主
義
、
投
機
主
義
、

宣
伝
第
一
主
義
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
支
配
さ
れ
、
少
数
の
良
書
が
多
数
の
悪
書
に
よ
つ
て
駆
逐
さ
れ
ま

じ
き
勢
ひ
に
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
の
欲
す
る
と
こ
ろ
は
決
し
て
さ
う
で
は
な
く
、

出
版
事
業
は
、
国
民
に
最
も
健
全
か
つ
潤
沢
な
精
神
的
栄
養
を
提
供
し
、
各
種
専
門
領
域
の
最
も
価
値
あ

る
著
作
物
の
円
滑
な
刊
行
を
主
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
即
ち
、
一
国
の
「
文
化
」

を
向
上
発
展
せ
し
む
べ
き
重
要
な
機
能
を
分
担
す
る
業
務
な
の
だ
と
い
ふ
自
覚
が
、
こ
の
名
称
と
な
つ
て

現
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
最
近
こ
の
団
体
は
国
家
の
統
制
が
強
化
さ
れ
、
純
然
た
る
統
制
会
と
し
て
日
本
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出
版
会
と
い
ふ
名
称
に
変
り
ま
し
た
。

「
音
楽
文
化
」
と
い
ふ
名
称
も
亦
同
様
な
意
味
を
含
み
、
音
楽
は
単
に
芸
術
と
し
て
個
人
的
に
制
作
さ
れ
、

一
部
の
も
の
に
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
種
社
会
的
孤
立
の
状
態
に
陥
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
ひ
ろ
く

「
文
化
」
の
立
場
か
ら
、
音
楽
家
自
身
の
心
構
へ
を
改
め
て
、
真
に
日
本
人
の
心
を
心
と
し
た
音
楽
、
深

く
時
代
の
要
求
に
こ
た
へ
た
力
強
い
音
楽
の
創
造
を
目
指
し
、
か
ゝ
る
音
楽
を
国
民
全
体
の
も
の
と
す
る

や
う
な
運
動
の
展
開
を
音
楽
家
自
身
の
使
命
と
考
へ
る
こ
と
が
こ
の
団
体
の
精
神
で
あ
り
ま
す
。

「
少
国
民
文
化
協
会
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
成
の
由
来
を
少
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
も
と
も
と
、
児
童
を
対
象
と
す
る
読
物
、
絵
本
、
玩
具
、
紙
芝
居
、
演
劇
映
画
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に

つ
い
て
、
専
門
的
な
研
究
を
し
て
ゐ
る
人
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
の
製
作
に
当
つ
て
ゐ
る
人
の
間
に
、
お
の

お
の
、
専
門
家
を
一
丸
と
す
る
団
体
の
結
成
と
い
ふ
議
が
進
め
ら
れ
、
既
に
一
部
は
実
現
を
み
た
も
の
も

あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
な
に
ぶ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
は
つ
き
り
し
た
指
導
精
神
と
い
ふ
も
の
が

な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
国
民
の
後
継
者
た
る
児
童
た
ち
に
、
今
、
何
を
与
ふ
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
は
、

な
に
よ
り
も
、
今
日
ま
で
の
児
童
観
、
誤
つ
た
自
由
主
義
的
な
「
子
供
を
観
る
眼
」
か
ら
是
正
し
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
は
確
乎
と
し
た
国
家
の
方
針
が
定
め
ら
れ
て
ほ
し
い
の

で
あ
り
ま
す
。
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そ
こ
で
、
翼
賛
会
文
化
部
に
於
て
、
先
づ
、
児
童
関
係
の
文
化
行
政
に
従
事
す
る
各
官
庁
の
主
務
官
に

参
集
を
乞
ひ
、
児
童
教
育
に
造
詣
の
深
い
各
専
門
家
と
の
合
同
協
議
に
よ
つ
て
、
政
府
と
し
て
の
指
導
監

督
を
各
官
庁
ま
ち
ま
ち
と
い
ふ
こ
れ
ま
で
の
弊
を
除
く
こ
と
、
民
間
の
専
門
家
及
び
関
係
業
者
の
間
に
緊

密
な
交
流
連
絡
を
行
ふ
組
織
を
作
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
参
考
の
た
め
に
記
し
て
お
き
ま
す
と
、
現
在
、
児
童
読
物
の
監
督
検
閲
は
内
務
省
、
絵
本
の
指
導
推
薦

は
文
部
省
、
演
劇
と
紙
芝
居
は
警
視
庁
、
映
画
は
主
と
し
て
内
務
省
、
玩
具
は
商
工
省
、
幼
児
の
哺
育
器

具
材
料
は
厚
生
省
と
い
ふ
風
に
、
専
門
が
あ
ま
り
に
分
れ
す
ぎ
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
綜
合
し
た
統
一
的
指
導

と
い
ふ
も
の
が
何
処
で
も
行
は
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
の
「
文
化
」
を
正
し
く
育
て
る
う
へ

に
於
て
、
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
欠
陥
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
児
童
に
関
す
る
学
校
教
育
以
外
の
「
文
化
」
機
構
を
、
国
民
運
動
の
一
環
と
し
て
整
備
し
、

こ
れ
を
強
力
に
推
し
進
め
る
た
め
に
、
少
国
民
文
化
協
会
な
る
も
の
が
生
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
協
会
の
活
動
に
よ
つ
て
、
例
へ
ば
玩
具
な
ら
玩
具
の
ほ
ん
と
の
「
文
化
」
価
値
が
国
家
的
な
立
場

で
考
へ
ら
れ
、
道
徳
的
、
科
学
的
、
芸
術
的
な
観
点
か
ら
、
少
国
民
の
育
成
に
最
も
適
し
た
、
立
派
な
玩

具
の
製
作
配
布
が
企
図
せ
ら
れ
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
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国
民
組
織
と
し
て
こ
れ
も
最
近
結
成
を
み
つ
ゝ
あ
る
地
域
的
職
域
的
な
団
体
、
産
業
報
国
会
、
商
業
報

国
会
、
青
少
年
団
、
日
本
婦
人
会
、
翼
賛
壮
年
団
等
は
、
い
づ
れ
も
文
化
部
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部

を
内
部
機
構
と
し
て
も
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
な
か
に
は
、
「
文
化
」
と
い
ふ
意
味
を
非
常
に
窮
屈
に
解
し
、

ま
た
は
著
し
く
軽
く
扱
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
市
町
村
等
の
自
治
行
政
機
関
の
内
に
も
、
や
は

り
文
化
部
或
は
文
化
課
と
い
ふ
部
門
を
作
る
傾
向
が
現
れ
て
来
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
、
名
前
と

実
際
と
が
ど
う
も
釣
り
合
は
な
い
や
う
な
も
の
が
間
々
見
う
け
ら
れ
ま
す
。

　
極
端
な
も
の
に
な
る
と
、
「
文
化
」
即
ち
「
娯
楽
」
と
い
ふ
風
に
考
へ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ

思
は
れ
る
節
も
あ
る
く
ら
ゐ
で
、
多
く
は
「
芸
能
」
に
関
す
る
こ
と
を
「
文
化
」
の
名
で
一
括
し
て
し
ま

ふ
非
常
識
が
平
然
と
通
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
九

　
一
二
年
来
、
全
国
各
地
方
に
、
い
は
ゆ
る
「
地
方
文
化
運
動
」
と
い
ふ
も
の
が
起
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ

も
翼
賛
会
文
化
部
の
提
唱
に
呼
応
し
て
、
郷
土
理
想
化
を
目
標
と
す
る
新
し
い
国
民
運
動
な
の
で
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
「
地
方
文
化
」
と
い
ふ
も
の
を
わ
が
国
の
伝
統
の
基
礎
と
し
て
、
堅
実
に
豊
か
に
急
速
に
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発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
代
の
要
求
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
、
地
方
生
活
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
亘
つ
て
、
そ
の
長
所
を
伸
ば
し
、
弱
点
を
補
ひ
、
郷
土
愛
の
精
神
を
拡
大
し
て
、
祖
国
へ
の

奉
仕
に
通
じ
さ
せ
る
、
戦
時
国
民
生
活
の
強
化
運
動
と
も
見
做
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
た

め
に
、
地
方
の
あ
る
一
定
地
域
に
在
住
す
る
「
文
化
」
職
域
の
人
々
、
並
に
、
「
文
化
」
問
題
に
熱
意
を

有
す
る
人
々
の
一
致
協
力
に
よ
つ
て
、
努
め
て
綜
合
的
な
角
度
か
ら
、
運
動
の
企
画
と
実
践
が
行
は
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
各
々
専
門
的
な
立
場
を
固
執
し
て
、
独
善
割
拠
の
傾
向
が
生
じ
た
り
、

徒
ら
に
「
文
化
」
の
意
味
を
局
限
し
て
、
わ
れ
の
み
高
し
と
す
る
や
う
な
風
が
あ
つ
て
は
、
本
末
顛
倒
も

甚
だ
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
文
化
」
と
は
、
何
を
お
い
て
も
、
精
神
と
精
神
と
の
見
事
な
組
合
せ
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
争

闘
も
ま
た
調
和
の
た
め
の
争
闘
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
非
常
時
局
下
の
国
民
の
一
人
一
人
は
、
わ
が

国
の
重
大
な
使
命
を
自
覚
し
、
小
異
を
捨
て
、
大
同
に
つ
く
覚
悟
を
以
て
、
何
人
の
力
を
も
無
駄
に
さ
せ

ず
、
敵
は
常
に
自
己
の
内
心
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
反
省
し
、
人
と
人
と
の
無
益
な
対
立
摩
擦
こ
そ
、

国
力
を
弱
め
、
「
文
化
」
を
破
毀
す
る
原
因
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
文
化
運
動
に
挺

身
す
る
と
称
す
る
も
の
の
、
却
つ
て
陥
り
が
ち
な
「
非
文
化
的
」
行
動
を
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
思
ふ
老
婆
心
が
、
私
に
か
く
の
如
き
こ
と
を
云
は
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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一
〇

「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
の
氾
濫
は
ま
こ
と
に
困
つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
如
何
と
も
し
か
た
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　
要
す
る
に
、
よ
く
意
味
が
わ
か
ら
ぬ
言
葉
は
絶
対
に
使
は
ぬ
と
い
ふ
節
度
が
一
般
に
保
た
れ
て
ゐ
た
な

ら
ば
、
こ
ん
な
結
果
に
は
な
ら
な
か
つ
た
で
せ
う
。
こ
れ
も
ま
た
憂
ふ
べ
き
わ
が
国
の
現
代
的
風
景
で
あ

つ
て
、
い
づ
れ
は
「
文
化
」
の
向
上
に
よ
つ
て
の
み
救
ひ
得
ら
れ
る
過
渡
的
症
状
で
あ
り
ま
せ
う
。

「
文
化
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
の
意
味
内
容
の
如
き
は
、
実
際
は
、
国
民
の
す
べ
て
に
理
解
さ
れ
な
く
て

も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
ゝ
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
や
ゝ
専
門
的
な
言
葉
の

範
囲
に
属
し
て
ゐ
て
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
、
普
通
の
日
常
用
語
と
し
て
は
、
意
味
の
複
雑
な
、
し
か
も

生
硬
な
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
十
分
な
訓
練
に
よ
つ
て
思
考
能
力
の
発
達
し
た
人
々
の
間
で
、
正
確
な
表
現

と
し
て
用
ひ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
殆
ど
キ
ザ
に
聞
え
る
ほ
ど
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
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