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（
一
）

◎
政
治
家
と
な
ら
ん
か
、
文
学
者
と
な
ら
ん
か
、
我
は
文
学
者
を
択えら
ば
ん
。

政
治
家
の
技
能
は
そ
の
局
に
当
り
そ
の
地
位
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
見
あ
ら
われ
ず
。

そ
の
局
に
当
り
そ
の
地
位
を
得
る
は
一
半
は
材
能
に
よ
り
一
半
は
年
歯
ね
ん
し
に
よ

る
。
た
と
ひ
材
能
の
衆
に
超
ゆ
る
あ
る
も
年
歯
の
少
き
は
遂
に
奈
何
い
か
ん
と
も
す

る
な
き
な
り
。
英
の
ピ
ツ
ト
の
例
は
再
び
あ
る
べ
か
ら
ず
。
一
般
の
例
に
拠

る
に
少
く
も
四
十
歳
を
越
え
ざ
れ
ば
天
下
を
動
か
す
能
は
ず
。
病
躯  

蠢    

し
ゅ
ん
し

々  ゅん
命
、 

旦  

夕 

た
ん
せ
き

を
測
ら
れ
ざ
る
者
豈あに
手
を
拱
し
て
四
十
歳
を
待
た
ん
や
。

独
り
文
学
は
し
か
ら
ず
。
四
十
歳
を
待
た
ず
、
三
十
歳
を
待
た
ず
。
二
十
歳
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に
し
て
不
朽
の
傑
作
を
得
る
者
古
来
の
大
家
往
々
に
し
て
然
り
。
一
月
世
に

あ
れ
ば
一
月
の
著
作
あ
り
、
一
年
世
に
あ
れ
ば
一
年
の
著
作
あ
り
。
天
下
の

人
、
そ
の
著
作
の
真
価
を
認
め
ず
と
も
百
代
の
後
必
ず
こ
れ
を
知
る
。
文
学

は
材
に
あ
り
、
年
に
あ
ら
ず
。
文
学
の
人
意
を
強
う
す
る
者
実
に
こ
こ
に
あ

り
。
択
ん
で
文
学
に
居
る
、
し
か
も
才
短
識
浅
、
年
三
十
を
過
ぎ
て
未
だ
一

字
の
伝
ふ
べ
き
者
を
得
ず
。
文
学
に
お
け
る
ま
た
為
す
な
き
な
り
。
た
だ
文

学
の
世
俗
と
競
は
ず
年
歯
と
か
か
は
ら
ず
不ふ
羈き
自
在
に
し
て
毫ごう
も
他
の
束
縛

を
受
け
ざ
る
処
に
お
い
て
独
り
自
ら
慰
む
る
の
み
。

◎
源
実
朝
廿
八
歳
に
し
て
歿
す
。
身
、
将
軍
の
職
に
あ
り
て
一
事
を
為
す
能

は
ず
。
史
家
評
し
て 

庸  

劣 

よ
う
れ
つ

と
為
す
。
思
ふ
に
実
朝
は
庸
劣
為
す
な
き
の
人

に
非
ざ
り
し
も
年
歯
弱
少
に
し
て
威
中
外
に
加
は
ら
ず
、
そ
の
漸
く
長
ず
る
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に
及
ん
で
か
へ
つ
て
早
く
北
条
氏
の
た
め
に
嫉ねた
ま
れ
終
に
刺
客
の
手
に
斃たお
れ

し
な
り
。
た
と
ひ
そ
の
抱
負
は
四
海
を
覆
ひ
そ
の
材
能
は
天
下
を 

経  

綸 

け
い
り
ん

す

る
に
足
る
者
あ
り
し
と
す
る
も
、
一
事
為
す
な
き
の
迹あと
に
徴
し
て
、
断
じ
て

庸
劣
と
為
す
、
強
ひ
て
弁
ず
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
。
将
軍
に
し
て
且か
つ
し
か

り
。
政
治
の
年
歯
と
関
す
る
の
大
な
る
以
て
知
る
べ
し
。
（
近
時
清
国
の
変

ま
た
こ
れ
を
証
す
る
に
足
る
）
た
だ
実
朝
は
和
歌
に
お
い
て
不
朽
の
業
を
為

す
を
得
た
り
。
政
治
家
と
し
て
如
何
に
実
朝
を
貶へん
す
る
と
も
、
歌
人
と
し
て

万
葉
以
後
た
だ
一
人
た
る
の
名
誉
は
終
に
こ
れ
を
歿
す
べ
か
ら
ず
。
将
軍
実

朝
は
一
事
を
為
さ
ず
し
て
、
廿
八
歳
の
歌
人
は
能
く
成
功
せ
り
。

◎
文
学
者
は
往
々
早
熟
し
て
早
世
す
。
そ
の
早
世
す
る
者
を
見
る
に
そ
の
著

作
の
数
、
多
く
は
老
年
の
人
と
匹
敵
す
。
バ
ー
ン
ス
の
如
き
バ
イ
ロ
ン
の
如
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き
皆
然
り
。
け
だ
し
早
熟
に
し
て
精
神
を
労
す
る
者
は
五
十
年
間
の
事
業
と

生
命
と
を
あ
は
せ
て
こ
れ
を
十
年
間
に
短
縮
す
る
者
に
し
て
、
文
学
の
上
よ

り
見
れ
ば
そ
の
早
世
の
た
め
に
損
益
す
る
所
な
き
が
如
し
。
し
か
れ
ど
も
実

朝
の
銀 

杏 
樹 
下 

い
ち
ょ
う
じ
ゅ
か

に
斃たお
れ
、
シ
エ
レ
ー
の
一
葦
舟
中
に
殺
さ
る
が
如
き
は
人

に
し
て
天
に
あ
ら
ず
、
ま
さ
に
伸
び
ん
と
す
る
樹
を
伐
り
ま
さ
に
開
か
ん
と

す
る
花
を
折
る
者
、
文
学
上
の
損
害
い
く
ば
く
ぞ
。

◎
我
か
つ
て
哲
学
を
学
ば
ん
と
欲
す
。
哲
理
深
奥
に
し
て 

際  

涯 

さ
い
が
い

な
き
が
如

き
処
大
お
お
いに
我
心
を
牽ひ
き
た
る
な
り
。
や
や
長
じ
て
常
識
を
得
る
に
及
ん
で
、

未
だ
哲
学
を
学
ば
ず
、
先
づ
人
智
の
極
ま
る
所
、
哲
理
の
及
ぶ
所
を
見
、
自

ら
画
し
て
曰いわ
く
知
る
べ
き
の
み
と
。
遂
に
転
じ
て
文
学
に
志
す
。
文
学
に
は

階
級
あ
り
て
窮
極
な
し
。
門
に
入
り
て
一
歩
則
ち
一
歩
の
楽
あ
り
、
十
歩
則
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ち
十
歩
の
楽
あ
り
。
十
歩
に
し
て
天
を
仰
ぐ
天
極
む
べ
か
ら
ず
、
百
歩
に
し

て
天
を
仰
ぐ
天
な
ほ
極
む
べ
か
ら
ず
。
故
に
十
歩
の
才
あ
る
者
は
十
歩
の
楽

を
得
て
な
ほ
百
歩
を
仰
ぐ
。
百
歩
の
才
あ
る
者
は
百
歩
の
楽
を
得
て
な
ほ
千

歩
を
仰
ぐ
。
安
ん
じ
て
処
を
得
、
才
の
小
な
る
を
憂
へ
ず
、
伸
べ
て
限
ら
れ

ず
、
才
の
大
な
る
を
憂
へ
ず
。
い
よ
い
よ
進
ん
で
い
よ
い
よ
楽
し
く
、
い
よ

い
よ
楽
た
の
しん
で
い
よ
い
よ
窮
き
わ
まら
ざ
る
者
、
文
学
の
特
色
な
り
。

◎
い
づ
れ
の
事
業
に
も
快
楽
あ
り
、
い
づ
れ
の
学
問
に
も
快
楽
あ
り
、
た
だ

文
学
以
外
の
学
問
、
美
術
以
外
の
事
業
よ
り
得
る
所
の
快
楽
は
智
識
的
に
し

て
感
情
的
に
非
ず
、
形
而
下
的
に
し
て
形
而
上
的
に
非
ず
。
形
而
下
的
の
快

楽
は
姑
し
ば
らく
置
く
。
智
識
的
の
快
楽
は
我
も
こ
れ
を
愛
せ
ざ
る
に
非
ず
。
試
に

我
志
こ
こ
ろ
ざ
しを
言
は
ん
か
、
我
を
し
て
医
師
た
ら
し
め
ば
我
は
病
理
を
研
究
し
て
茫ぼ
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漠 
う
ば
く
た
る
治
療
術
の
基
礎
を
固
め
ん
、
我
を
し
て
工
人
た
ら
し
め
ば
我
は
機

械
学
を
研
究
し
大
小
百
種
の
機
械
を
発
明
し
て
世
に
便
益
を
与
へ
ん
、
我
を

し
て
科
学
者
た
ら
し
め
ば
我
は
数
学
を
窮
め
て
我
智
識
に
満
足
を
与
へ
、
生

物
学
を
学
ん
で
我
感
情
に
満
足
を
与
へ
ん
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ
ら
皆
空
想
に

属
す
、
実
行
す
る
の
余
地
あ
る
に
非
ず
。
中
に
つ
き
て
最
も
実
行
し
や
す
き

者
を
言
は
ば
生
物
学
中
或あ
る
一
部
の
研
究
か
。
我
研
究
せ
ん
と
す
る
生
物
学

の
一
部
と
は
生
物
と
美
術
文
学
と
関
係
す
る
部
分
に
し
て
、
仮
に
名
づ
け
て

美
術
的
生
物
学
と
い
ふ
。
た
だ
適
当
の
書
の
研
究
に
資
す
る
な
き
を
憾うら
む
の

み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
日
本
附
録
週
報
』
明
治32

・
３
・13

　
一
〕
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（
二
）

◎
文
学
者
と
な
ら
ん
か
、
画
工
と
な
ら
ん
か
、
我
は
画
工
を
択
ば
ん
。
文
学

は
文
学
に
縁
あ
る
が
た
め
に
時
に
無
風
流
の
議
論
を
為
す
。
議
論
は
一
時
を

快
に
す
と
い
へ
ど
も
、
退
し
り
ぞい
て
静
か
に
思
へ
ば  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

児
戯
の
み
。
絵
画

は
議
論
を
為
す
能
は
ず
。
怒
れ
ば
則
ち
画
き
、
喜
べ
ば
則
ち
画
き
、
悲
め
ば

則
ち
画
き
、
平
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
画
く
。
楽
、
黙
々
の
中
に
あ
り
。
た
だ
我

画
に
拙
つ
た
なく
、
画
工
た
る
能
は
ざ
る
を
憾うら
む
。
も
し
自
ら
楽
ま
ん
と
な
ら
ば
画

の
拙
な
る
を
憂
へ
ず
。
口
を
糊のり
す
る
能
は
ず
。

◎
怒
れ
ば
則
ち
悪
魔
を
画
く
べ
し
。
激
す
れ
ば
則
ち 

廻  

瀾 

か
い
ら
ん

を
画
く
べ
し
。

喜
べ
ば
則
ち
花
開
き
鳥
下
る
処
、
悲
め
ば
則
ち
木
落
ち
風
行
く
処
、
平
和
な
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れ
ば
則
ち
水
草
蕾
つ
ぼ
み黄
に
し
て
佳
人
足
を
濯あら
ふ
処
、
不
平
な
れ
ば
則
ち
乞
児
き
つ
じ
巌

頭
に
踞きょ
し
て
遥
に
金
紋
先
箱
大
鳥
毛
の
行
列
を
瞰にら
む
処
。
怒
ら
ず
激
せ
ず
喜

ば
ず
悲
ま
ず
平
和
な
ら
ず
不
平
な
ら
ざ
る
時
、
則
ち
山
静
し
ず
かに
水
流
れ
、
煙
颺
あ
が

り
牛
帰
る
。
一
字
不
説
、
目
視
、
心
忘
る
。

◎
我
か
つ
て
南
画
を
愛
す
。
徒
い
た
ず
らに
気
韻
の
高
き
を
い
ふ
。
南
画
に
非
れ
ば
則

ち
画
に
非
ず
と
為
す
。
後
漸
く
自
然
の
妙
趣
を
感
じ
造
化
の
色
彩
を
見
る
に

及
ん
で
、
始
め
て
絵
画
の
色
彩
に
あ
る
を
知
る
。
こ
れ
よ
り
洋
画
を
貴
ぶ
。

洋
画
に
非
れ
ば
画
に
非
ず
と
為
す
。
我
、
画
を
学
ば
ん
か
、
形
体
を
模
す
る

を
要
せ
ず
、
輪
廓
を
正
す
を
要
せ
ず
、
た
だ
青
を
塗
り
紅
を
抹
し
黄
を
点
す

れ
ば
則
ち
足
る
。

◎
我
か
つ
て
日
本
画
を
愛
し
、
洋
画
を
排
す
。  
牛    

伴  
ぎ
ゅ
う
は
ん

、
我
が
た
め
に
日
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本
画
の
不
完
全
と
洋
画
の
完
全
と
を
比
較
し
て
説
く
。
我
悟
ら
ず
。
後
不
折
ふ
せ
つ
、

我
が
た
め
に
日
本
画
の
中
に
つ
き
て
巧
拙
を
比
較
し
、
西
洋
画
の
中
に
つ
き

て
巧
拙
を
比
較
し
、
日
本
画
と
西
洋
画
と
個
々
別
々
に
説
く
。
我
、
僅
わ
ず
かに
悟

る
所
あ
り
。
退
い
て
こ
れ
を
文
学
上
我
得
る
所
の
趣
味
と
対
照
す
る
に
符
節

を
合
す
が
如
し
。
而
し
て
後
に
洋
画
を
観
る
、
空
気
充
満
し
物
々
生
動
す
。

◎
い
は
ゆ
る
詩
人
文
人
の
徒
、
梅
を
愛
し
梅
を
探
り
梅
を
植
ゑ
梅
を
詠
ず
。

南
画
の
梅
を
見
る
、
こ
れ
を
賞
す
る
こ
と
な
ほ
真
梅
に
お
け
る
が
如
し
。
し

か
も
こ
れ
に
示
す
に
洋
画
の
梅
を
以
て
せ
ん
か
、
則
ち
卑
俗
と
し
て
唾だ
棄き
す
。

彼
も
し
真
の
白
色
の
梅
を
愛
せ
ば
南
画
の
黒
色
の
梅
は
こ
れ
を
棄
て
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
彼
も
し
南
画
の
黒
色
の
梅
を
愛
せ
ば
真
の
白
色
の
梅
は
こ
れ
を
棄

て
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
る
に
真
梅
を
棄
て
ず
、
黒
梅
を
棄
て
ず
、
か
へ
つ
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て
油
画
の
写
生
の
梅
を
棄
つ
。
矛
盾
笑
ふ
べ
し
。

◎
真
を
模
せ
ん
と
し
て
模
し
得
ざ
り
し
は
古
い
に
し
えの
日
本
画
な
り
。
後
世
の
日
本

画
家
、
徒
に
古
画
を
模
し
て
か
へ
つ
て
真
を
模
せ
ず
。
た
ま
た
ま
洋
画
の
如

く
真
を
模
し
た
る
者
に
逢
へ
ば
則
ち
呆 

然 

自 

失 

ぼ
う
ぜ
ん
じ
し
つ

、
そ
の
画
な
り
や
否
や
を

疑
ふ
。
真
を
模
せ
ん
と
し
て
模
し
得
ざ
り
し
古
の
画
を
模
し
て
、
真
を
模
せ

ん
と
し
た
る
古
画
家
の
志
を
忘
れ
た
る
日
本
画
家
は
鸚
鵡
お
う
む
に
つ
き
て
人
語
を

学
ば
ん
と
す
る
者
な
り
。

◎
邦
人
一
般
に
書
を
愛
し
て
画
を
愛
せ
ず
。
詩
人
文
人
の
家
、
先
生
学
者
の

家
よ
り
都
市
の
旅
館
、
僻
地
へ
き
ち
の
農
家
に
至
る
ま
で
、
掛
物
、
額
、
屏
風
、
襖
ふ
す
ま

の
装
飾
は
多
く
画
を
画
か
ず
し
て
書
を
書
く
。
書
家
は
数
多
く
、
書
は
廉れん
に

し
て
得
や
す
き
に
因
る
と
い
へ
ど
も
ま
た
画
を
解
せ
ざ
る
に
因
る
な
り
。
但
た
だ
し
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家
屋
器
具
全
く
装
飾
な
き
処
に
は
濃
厚
の
画
の
調
和
せ
ざ
る
、
ま
た
一
因
な

り
。
貴
顕
の
邸
宅
に
油
画
を
掲
げ
、
荘
厳
の
寺
院
に
極
彩
色
の
画
を
用
す
る

は
た
だ
に
画
価
の
貴
き
の
み
な
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
日
本
附
録
週
報
』
明
治32

・
３
・20

　
二
〕

　
　
　
　
　
（
三
）

◎
我
に
二
頃けい
の
田
あ
ら
ば
、
麦
青
く
風
暖
き
処
、
退
い
て
少
年
を
教
育
す
る

も
ま
た
面
白
か
ら
ん
と
思
ふ
。
教
育
に
は
智
育
、
技
育
、
徳
育
、
美
育
、
気

育
、
体
育
あ
り
。
そ
の
中
に
て
最
大
切
に
し
て
ま
た
最
効
力
著
い
ち
じ
る
しき
は
智
育
な

り
。
さ
れ
ど
智
育
は
現
今
の
学
校
制
度
ほ
ぼ
こ
れ
を
尽
す
。
技
育
は
多
く
専
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門
の
修
行
に
属
し
、
し
か
も
そ
の 

薀  

奥 

う
ん
お
う

に
至
り
て
は
教
育
以
上
に
あ
り
。

美
術
の
如
き
美
文
の
如
き
殊
に
然
り
と
す
。
こ
は
必
ず
し
も
我
関
せ
ざ
る
所

な
り
。
我
主
と
し
て
試
み
ん
と
す
る
は
徳
育
、
美
育
、
気
育
、
体
育
に
あ
り
。

◎
学
校
の
智
育
に
専
ら
に
し
て
そ
の
他
に
疎
な
る
は
制
度
上
や
む
を
え
ざ
る

に
出
づ
。
し
か
る
に
強
い
て
倫
理
科
を
置
き
て
徳
育
に
助
く
る
あ
ら
ん
と
す

る
は
愚
の
至
い
た
りな
り
。
小
学
校
の
修
身
科
は
極
め
て
必
要
な
る
学
科
に
し
て
、

修
身
科
以
外
の
学
科
に
も
多
少
修
身
的
意
義
を
加
へ
て
教
授
す
る
こ
と
最
効

力
あ
る
べ
し
と
思
は
る
。
さ
れ
ど
中
学
以
上
に
倫
理
科
を
置
き
て
こ
れ
を
講

義
的
に
教
ふ
る
は
不
必
要
の
事
に
属
す
。
（
文
科
大
学
の
倫
理
学
は
こ
の
例

に
あ
ら
ず
）
現
今
倫
理
科
な
る
者
あ
ら
ば
そ
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
り
て
教

授
す
る
か
知
ら
ず
、
我
経
験
す
る
処
に
拠
る
に
、
あ
る
い
は
『
論
語
』
を
講
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じ
、
あ
る
い
は
易
を
講
じ
、
あ
る
い
は
空
論
に
よ
り
引
例
に
よ
り
忠
孝
信
義

の
道
を
説
く
、
こ
れ
道
徳
修
身
の
上
に
い
く
ば
く
の
益
す
る
所
あ
る
か
。
正

直
な
る
者
に
正
直
に
せ
よ
と
勧
む
る
は
無
用
な
り
、
正
直
な
ら
ざ
る
者
に
正

直
に
せ
よ
と
勧
む
る
も
口
の
さ
き
の
講
義
こ
れ
を
し
て
毫ごう
も
正
直
な
ら
し
む

る
能
は
ず
。
ま
し
て
倫
理
を
教
ふ
る
教
師
に
し
て
多
少
欠
点
あ
る
の
人
な
ら

ん
か
、
生
徒
は
そ
の
講
義
に
対
し
て
む
し
ろ
悪
感
情
を
惹ひ
き
起
す
を
常
と
す
。

か
つ
て
倫
理
学
の
先
生
あ
り
、
年
六
十
に
し
て
遊
里
に 

放  

蕩 

ほ
う
と
う

す
。
我
そ
の

行
状
を
知
り
而
し
て
後
に
そ
の
講
義
を
聞
く
、
そ
の
忠
信
孝
悌
を
説
く
顔
つ

き
の
ま
じ
め
さ
を
見
て
殆
ほ
と
んど
噴
飯
せ
ん
と
欲
す
。
此かく
の
如
き
倫
理
科
は
大
害

あ
り
て
小
利
な
し
。
十
年
間
の
経
験
に
よ
り
倫
理
学
と
い
ふ
事
に
つ
き
て
我

心
裡
し
ん
り
に
印
記
し
た
る
感
情
は
た
だ
「
い
や
な
、
つ
ま
ら
ぬ
学
科
」
と
い
ふ
よ

15



り
外
に
は
何
事
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。
生
徒
と
し
て
は
い
づ
れ
の
学
科
も
余
り

面
白
く
感
ず
る
者
に
非
ず
、
さ
れ
ど
年
経
て
後
に
回
顧
す
れ
ば
、
大
に
我
を

利
し
た
り
と
思
ふ
も
あ
り
、
あ
の
時
に
今
少
し
勉
強
し
置
か
ば
、
な
ど
思
ふ

も
少
す
く
なか
ら
ず
。
た
だ
倫
理
学
の
講
義
を
回
顧
す
る
ご
と
に
、
毫
も
我
を
利
し

た
り
と
思
は
ざ
る
の
み
か
、
我
は
今
に
不
愉
快
を
感
じ
て
已
ま
ざ
る
な
り
。

一
場
の
講
義
に
よ
り
て
徳
育
を
進
め
ん
と
す
る
の
効
力
な
き
事
は
今
更
に
論

ず
る
に
及
ば
ず
。
も
し
生
徒
を
徳
育
に
進
ま
し
め
ん
と
な
ら
ば
、
倫
理
科
を

廃
し
て
、
一
般
の
教
員
職
員
に
善
良
方
正
の
人
を
挙
ぐ
べ
し
。
し
か
れ
ど
も

智
育
の
教
師
た
る
人
に
し
て
善
良
方
正
な
る
者
は
実
際
得
難
え
が
た
し
。
我
の
家
庭

的
に
少
年
を
教
へ
て
徳
育
に
進
ま
し
め
ん
と
す
る
は
こ
の
闕けつ
を
補
は
ん
が
た

め
な
り
。
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◎
小
学
校
の
修
身
科
は
先
入
主
と
な
り
て
人
の
一
生
を
支
配
す
る
ほ
ど
の
大

切
な
る
者
な
れ
ば
従
つ
て
こ
れ
を
教
ふ
る
に
も
最
も
注
意
を
要
す
。
我
幼
時

小
学
に
あ
る
、
勧
善
訓
蒙
な
る
書
を
得
る
能
は
ず
、
借
り
て
こ
れ
を
手
写
せ

り
。
し
か
も
今
日
我
記
憶
に
存
す
る
者
は
無
趣
味
な
る
勧
善
訓
蒙
に
非
ず
し

て
、
当
時
教
科
書
な
ら
ざ
り
し
『
小
学
読
本
』
（
俗
に
新
読
本
と
い
ひ
居
た

り
）
中
の
修
身
的
事
実
談
な
り
。
伝
記
的
事
実
談
が
人
心
に
印
記
す
る
の
深

き
は
繰
り
返
し
て
勉
強
し
た
る
学
校
の
教
科
書
よ
り
も
、
か
へ
つ
て
幼
時
一

読
せ
し
稗
史
は
い
し
小
説
の
永
く
忘
ら
れ
ざ
る
に
て
も
知
る
べ
し
。
徳
育
は
こ
の
秘

訣
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
秘
訣
を
行
ふ
に
は
修
身
教
科
書
に
の
み
よ

ら
で
教
師
が
臨
機
の
教
授
を
必
要
と
す
。

◎
美
育
は
美
的
感
情
を
発
達
せ
し
む
る
な
り
。
（
美
を
造
る
技
術
即
ち
技
育
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に
非
ず
）
人
に
し
て
美
の
心
な
け
れ
ば
一
生
を
不
愉
快
に
送
る
べ
し
。
絵
画

彫
刻
の
美
を
感
ず
る
人
は 

紅  

塵 

こ
う
じ
ん

十
丈
の
裏
に
あ
り
て
も
山
林
閑
栖
の
楽
た
の
し
みを

得
べ
く
、
山
水
花
鳥
の
美
を
感
ず
る
人
は
貧
苦
困
頓
の
間
に
あ
り
て
も
富
貴

栄
華
の
楽
を
得
べ
し
。
間
接
に
は
美
の
心
は
慈
悲
性
を
起
し
残
酷
性
を
斥
し
り
ぞく
。

◎
気
育
は
意
思
を
発
達
せ
し
む
る
な
り
。
義
を
見
て
は
死
を
辞
せ
ざ
る
、
困

苦
に
堪
へ 

艱  

難 

か
ん
な
ん

に
克か
ち
、
初
志
を
貫
き
て
屈
せ
ず
撓たわ
ま
ざ
る
、
一
時
の
私

情
を
制
し
て
百
歳
の
事
業
を  
成    

就  
じ
ょ
う
じ
ゅ

す
る
、
こ
れ
ら
皆
気
育
に
属
す
。
世

人
時
に
こ
れ
を
徳
育
と
混
じ
い
ふ
、
し
か
れ
ど
も
勇
猛
心
忍
耐
心
は
善
悪
邪

正
の
感
と
は
異
な
り
。

◎
体
育
は
必
ず
し
も
体
操
に
あ
ら
ず
競
技
に
あ
ら
ず
。
衣
服
住
居
を
清
潔
に

し
、
滋
養
多
き
食
物
を
取
り
、
時
に
好
む
に
従
ひ
て
散
歩
、
競
技
、
談
話
等
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快
心
の
事
を
為
す
、
い
は
ゆ
る
衛
生
な
り
。
た
だ
衛
生
は
精
神
的
快
楽
を
ゆ

る
が
せ
に
す
る
の
傾
向
あ
り
。
精
神
的
快
楽
は
体
育
の
半
を
占
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
日
本
附
録
週
報
』
明
治32

・
３
・27

　
三
〕

　
　
　
　
　
（
四
）

◎
子
を
愛
せ
ざ
る
の
親
は
あ
ら
ず
、
し
か
も
子
を
教
ふ
る
の
親
は
少
し
。
徳

育
気
育
は
学
校
に
一
任
し
置
く
べ
き
に
非
ず
、
家
庭
に
お
い
て
十
分
の
注
意

を
要
す
。
し
か
れ
ど
も
褒ほ
む
べ
か
ら
ざ
る
に
褒
め
叱
る
べ
か
ら
ざ
る
に
叱
る

が
如
き
は
そ
の
害
甚
は
な
はだ
し
。
む
し
ろ
こ
れ
を
放
任
し
置
く
に
如
か
ず
。
も
し

そ
れ
家
族
親
睦
し
て
和
気
、
室
に
満
ち
、
教
へ
ず
叱
ら
ず
し
て
、
子
弟
自
然
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に 
薫  

陶 
く
ん
と
う

せ
ら
る
る
者
は
、
最
も
幸
福
な
る
家
庭
に
し
て
且
つ
徳
育
に
最
も

適
当
せ
る
家
庭
な
り
。

◎
世
間
父
兄
の
子
を
教
ふ
る
を
見
る
に
倫
理
に
遠
く
人
情
に
疎うと
き
者
比ひ
ひ々

是
こ
れ

な
り
。
例
へ
ば
ま
だ
無
邪
気
な
る
小
児
が
他
人
の
家
に
入
り
て
妄
み
だ
りに
そ
の
家

の
所
有
物
（
玩
器
な
り
と
も
）
を
持
ち
帰
る
が
如
き
、
児
に
あ
り
て
は
悪
意

と
認
む
べ
き
者
な
き
も
、
こ
れ
ら
の
習
慣
は
他
日
悪
行
を
為
す
の
基
と
な
り

得
べ
き
者
な
れ
ば
、
父
兄
は
そ
の
児
を
叱
り
諭さと
し
、
少
く
も
そ
の
器
物
を
所

有
主
に
返
す
事
に
お
い
て
、
そ
の
所
為
の
効
力
を
失
ふ
事
を
知
ら
し
め
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
父
兄
は
往
々
に
し
て
こ
れ
を
ゆ
る
か
せ
に
看
過
し

て
一
些
事
と
為
す
。
悪
意
は
機
微
に
防
が
ざ
れ
ば
、
愛
児
を
し
て
母
を
喰
ふ

の
梟
ふ
く
ろ
うと
な
ら
し
む
る
事
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
し
か
し
な
が
ら
こ
は
無
教
育
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の
父
母
に
望
む
べ
き
に
非
ざ
る
べ
し
。
我
子
が
現
に
悪
行
を
為
し
た
る
場
合

に
す
ら
知
ら
ざ
る
ま
ね
し
て
こ
れ
を
叱
り
諭
さ
ざ
る
は
思
は
ざ
る
の
甚
だ
し

き
な
り
。
六
、
七
歳
以
上
の
小
児
が
全
く
無
邪
気
に
は
あ
ら
で
他
人
の
物
を

持
ち
帰
り
た
る
が
如
き
、
ま
た
は
隣
家
の
小
児
を
故
意
に
恐
迫
し
て
泣
か
し

め
た
る
が
如
き
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
小
児
の
父
母
は
隣
家
の
小
児
の
父
母

に
対
し
て
表
面
上
に
我
児
を
叱
る
と
も
、
裏
面
に
は
毫ごう
も
こ
れ
を
懲
戒
す
る

の
意
思
な
き
者
あ
り
。
も
し
隣
家
の
父
兄
に
し
て
知
る
な
く
ば
、
可
愛
い
我

子
の
悪
行
に
対
し
て
遂
に
一
言
の
訓
諭
を
も
為
さ
ざ
る
な
り
。
此かく
の
如
く
し

て
教
育
せ
ら
れ
た
る
児
が
、
人
と
為な
り
た
る
後
に
お
い
て
、
た
と
ひ
刑
法
上

の
大
罪
を
犯
す
に
至
ら
ざ
る
も
、
一
身
の
利
の
た
め
に
他
人
を 

陥  

擠 

か
ん
せ
い

す
る

な
ど
は
、
尋
常
の
事
と
し
て
敢
て
悪
事
と
も
思
は
ざ
る
べ
し
。
我
は
小
児
の

21



悪
戯
を
見
る
ご
と
に
そ
の
未
来
を
恐
れ
て
已
ま
ざ
る
な
り
。

◎
父
母
が
子
を
叱
る
場
合
は
少
き
に
非
ず
。
例
へ
ば
水
遊
び
に
よ
り
て
衣
服

を
濡
ら
し
た
る
時
、
や
や
遠
き
に
遊
び
て
帰
り
の
遅
か
り
し
時
、
角
力
す
も
う
を
取

り
て
障
子
襖
ふ
す
まを
破
り
た
る
時
、
或
る
器
物
ま
た
は
食
物
を
得
ん
と
て
ね
だ
り

た
る
時
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
父
母
は
こ
れ
を
叱
る
の
み
な
ら
ず
、
甚
だ
し
き

は
こ
れ
を
打
ち
、
こ
れ
を
縛
し
、
あ
る
い
は
押
込
塗
込
の
中
に
閉
ぢ
込
め
て

こ
れ
を
苦
む
る
事
あ
り
。
乱
暴
極
ま
り
た
る
教
育
と
い
ふ
べ
し
。
小
児
が
水

遊
び
し
て
衣
服
を
濡
ら
し
た
り
と
て
何
ほ
ど
の
事
か
あ
る
べ
き
、
洗
濯
し
て

干
せ
ば
可
な
ら
ん
の
み
。
貧
家
に
あ
り
て
一
枚
の
衣
服
を
濡
ら
し
た
る
た
め

に
父
母
は
多
少
の
迷
惑
を
感
ず
る
事
あ
る
べ
け
れ
ど
、
そ
は
教
へ
諭
し
て
以

後
を
注
意
せ
し
む
れ
ば
則
ち
足
る
。
道
徳
上
何
の
悪
意
も
な
き
者
を  

打    

ち
ょ
う
ち
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擲  ゃく
す
る
に
至
り
て
は
そ
の
害
、
悪
事
を
看
過
す
る
よ
り
も
な
ほ
甚
だ
し
か

ら
ん
か
。
こ
れ
ら
不
理
の
懲
戒
を
受
け
た
る
者
、
残
忍
酷
薄
の
人
た
ら
ず
ん

ば
必
ず 
猜  
疑  

褊  

狭 
さ
い
ぎ
へ
ん
き
ょ
う

の
人
た
る
べ
き
な
り
。

◎
父
兄
の
子
弟
を
教
育
す
る
に
厳
に
過
ぐ
る
は
悪
し
。
無
邪
気
な
る
悪
行
を

懲
ら
す
に
も
こ
れ
を
教
へ
諭
す
の
法
に
由
ら
ず
し
て
か
へ
つ
て
打
擲
し 

鞭  

べ
ん
た

撻 つ
す
る
者
あ
り
。
甚
だ
し
き
は
家
に
帰
り
て
学
校
の
科
程
を
復
習
せ
ざ
る

事
の
た
め
に
食
物
を
与
へ
ず
し
て
こ
れ
を
苦
め
こ
れ
を
悔く
い
し
め
ん
と
す
る

者
あ
り
。
子
を
愛
す
る
の
極
、
子
を
害
そ
こ
なは
ん
と
す
。
此
の
如
き
者
、
愚
た
ら

ず
ん
ば
狂
、
狂
た
ら
ず
ん
ば
譎けつ
な
ら
ん
。
智
育
は
学
校
に
一
任
し
て
干
渉
せ

ざ
る
む
し
ろ
可
な
り
。

◎
父
母
に
し
て
子
を
褒
む
る
者
あ
り
。
学
問
智
識
を
褒
む
る
は
な
ほ
可
な
り
。
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我
子
の
逆
立
の
上
手
な
る
を
誇
り
、
輪
を
廻
す
事
の
巧
な
る
を
誇
り
、
竹
馬

に
乗
り
得
た
り
と
て
誇
り
、
運
動
会
に
賞
品
を
得
た
り
と
て
誇
る
。
子
に
対

し
て
は
そ
の
子
を
褒
め
、
人
に
対
し
て
は
側
に
現
在
す
る
我
子
を
誇
る
。
此

の
如
く
し
て
教
育
せ
ら
れ
た
る
子
は
必
ず
や
放
蕩
自
恣

ほ
う
と
う
じ
し
、
家
を
滅
し
産
を
失

ふ
に
終
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
日
本
附
録
週
報
』
明
治32

・
４
・
３
　
四
〕

　
　
　
　
　
（
五
）

◎
近
時
文
字
改
良
の
論
あ
り
。
文
字
に
し
て
改
良
し
得
べ
く
ん
ば
わ
れ
も
改

良
に
同
意
せ
ん
。
し
か
れ
ど
も
文
字
改
良
に
も
程
度
あ
り
、
も
し
今
日
使
用
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の
文
字
と
全
く
別
な
る
文
字
を
用
う
る
事
と
な
さ
ば
今
日
以
前
の
文
書
は
殆
ほ
と
ん

ど
外
国
語
の
如
く
な
り
て
常
人
の
解
す
る
能
は
ざ
る
者
と
為な
る
事
を
覚
悟
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
た
旧
文
字
を
捨
て
新
文
字
を
用
う
る
際
に
非
常
の
不
便

と
反
抗
と
を
生
ず
る
事
を
覚
悟
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

◎
文
字
改
良
論
の
主
眼
は
漢
字
排
斥
に
あ
り
。
第
一
、
漢
字
は
字
数
多
く
し

て
記
憶
に
不
便
な
り
、
第
二
、
漢
字
は
画かく
多
く
し
て
書
く
に
不
便
な
り
、
第

三
、
漢
字
は
字
数
多
く
し
て
活
字
を
拾
ふ
事
等
に
不
便
な
り
、
第
四
、
漢
字

は
画
多
く
し
て
細
字
を
見
る
に
不
便
な
り
。
こ
れ
ら
の
不
便
は
、
漢
字
の
性

質
が
、
音
を
現
さ
ず
し
て
、
意
義
を
現
す
よ
り
来
る
者
な
れ
ど
も
、
他
の
方

面
に
立
ち
て
見
れ
ば
こ
の
漢
字
の
性
質
よ
り
来
る
便
利
も
ま
た
少
か
ら
ず
。

文
字
の
数
多
き
こ
と
は
文
学
上
に
便
利
あ
り
。
一
字
一
意
な
る
を
以
て
簡
便
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に
事
物
を
現
す
べ
く
、
従
つ
て
一
見
し
て
容
易
に
そ
の
意
を
知
る
べ
し
。
象

形
の
字
は
印
象
を
明
瞭
な
ら
し
む
べ
く
会
意
の
字
は
事
理
を
明
瞭
な
ら
し
む

べ
し
。
こ
の
他
、
日
本
人
が
漢
書
を
読
む
に
便
に
、
支
那
人
が
日
本
書
を
読

む
に
便
な
る
は
言
を
待
た
ず
。

◎
漢
字
を
排
斥
す
れ
ば
、
仮
名
を
用
う
る
か
、
羅
馬
ロ
ー
マ
字
を
用
う
る
か
、
新
字

を
製
す
る
か
、
の
一
を
択
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
仮
名
を
用
う
る
は
、
簡
単
な

る
事
と
、
日
本
固
有
の
文
字
に
拠
る
事
と
、
古
文
を
見
る
に
不
便
少
き
事
等

の
条
件
を
楯たて
と
し
て
、
直
に
漢
字
排
斥
論
者
の
主
張
す
る
所
と
な
り
、
仮
名

の
会
な
る
者
起
り
し
事
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
仮
名
ば
か
り
の
不
便
な
る
事
は

同
会
雑
誌
の
読
み
難
く
解
し
難
か
り
し
に
て
も
知
る
べ
し
。
け
だ
し
仮
名
の

読
み
難
き
は
、
文
字
の
大
き
さ
の
同
じ
き
事
、
文
字
の
形
の
皆
丸
く
し
て
圭け
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角 
い
か
く
少
き
事
、
父
音
母
音
の
区
別
な
き
事
等
に
因
る
者
に
し
て
、
そ
の
解
し

難
き
は
、
同
音
の
字
多
き
漢
語
を
仮
名
に
直
し
た
る
に
因
る
な
り
。
仮
名
ば

か
り
を
用
う
る
は
到
底
行
は
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

◎
羅
馬
字
を
用
う
る
事
は
、
欧
米
共
通
の
文
字
な
る
事
と
、
字
画
簡
単
な
る

事
と
、
横
に
書
く
の
容
易
な
る
事
と
、
父
音
母
音
の
区
別
あ
る
事
等
の
条
件

を
楯
と
し
て
、
夙つと
に
漢
字
排
斥
論
者
の
主
張
す
る
所
と
な
り
、
羅
馬
字
会
の

設
立
あ
り
た
り
。
こ
の
方
法
よ
り
生
ず
る
不
便
は
、
日
本
全
国
の
人
民
を
し

て
従
来
の
字
と
全
く
異
な
る
こ
の
羅
馬
字
を
用
ゐ
し
む
る
の
困
難
な
る
事
、

日
本
固
有
の
文
字
を
捨
つ
る
は
国
家
的
団
結
心
に
負そむ
く
事
、
日
本
の
古
書
及

び
漢
書
を
読
む
に
は
別
に
漢
字
仮
名
を
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
、
同
音
の

字
多
き
漢
語
を
羅
馬
字
に
て
書
け
ば
解
し
難
き
事
等
な
り
。
一
父
音
の
後
に
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必
ず
一
母
音
の
来
る
は
不
便
な
れ
ど
、
こ
は
改
良
し
難
き
に
も
非
ず
。

◎
仮
名
羅
馬
字
共
に
不
便
な
り
と
て
新
字
を
製
造
せ
ん
と
す
る
人
あ
り
。
新

字
と
は
い
へ
、
仮
名
に
も
羅
馬
字
に
も
非
あ
ら
ざる
全
く
別
種
の
文
字
を
製
造
す
る

は
徒
い
た
ず
らに
奇
を
好
む
者
に
し
て
何
の
利
益
も
な
か
る
べ
け
れ
ば
、
ま
さ
か
に
か

か
る
考
を
有
す
る
人
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
さ
ら
ば
新
字
を
製
造
す
と
い
ふ
は

従
来
の
日
本
文
字
即
ち
仮
名
に
幾
多
の
改
良
を
加
へ
ん
の
意
な
る
べ
し
と
思

は
る
。
例
へ
ば
仮
名
の
形
を
大
小
長
短
種
々
に
変
化
す
る
事
、
竪たて
に
書
か
ず

し
て
横
に
書
く
事
、
父
音
母
音
の
区
別
を
幾
分
か
現
す
事
等
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
し
か
し
こ
れ
に
も
種
々
の
困
難
は
あ
る
な
り
。

◎
父
音
と
母
音
と
字
を
区
別
す
れ
ば
五
十
音
は
十
五
、
六
字
に
て
現
す
を
得

べ
し
。
字
数
少
き
は
便
利
な
れ
ど
も
、
少
け
れ
ば
少
き
ほ
ど
、
多
く
便
利
な
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る
訳
に
は
あ
ら
ず
。
西
洋
に
て
も
Ｘ
と
い
ふ
字
あ
る
は
便
利
な
る
事
あ
り
。

速
記
に
用
う
る
符
号
の
如
き
も
必
ず
し
も
字
数
少
き
を
便
と
せ
ず
。
「
シ
ヨ
」

「
チ
ヨ
」
「
シ
ヤ
」
「
チ
ヤ
」
「
ヒ
ヨ
」
「
ヒ
ヤ
」
等
の 

拗  

音 

よ
う
お
ん

は
「
シ
」

と
「
ヨ
」
を
併あわ
せ
、
ま
た
は
「
チ
」
と
「
ヤ
」
と
を
繋つな
ぐ
の
方
法
を
取
ら
ず

し
て
別
に
一
符
号
を
製
し
置
く
な
り
。

◎
文
字
改
良
論
者
は
多
く
記
憶
の
不
便
、
書
く
事
の
不
便
を
数
へ
て
「
見
る

事
」
の
便
否
を
言
は
ず
。
羅
馬
字
は
長
き
字
、
短
き
字
、
広
き
字
、
狭
き
字
、

上
に
抜
き
出
た
る
字
、
下
に
抜
き
出
た
る
字
な
ど
あ
る
故
に
、
一
の
語
に
は

自
ら
一
の
形
を
生
じ
、
従
つ
て
一
見
能
く
そ
の
語
を
区
別
し
や
す
か
ら
し
む
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
漢
字
は
世
界
中
の
最
も
区
別
し
や
す
き
字
な
り
。
漢
字

の
利
益
は
主
と
し
て
此ここ
に
あ
り
。
殊こと
に
仮
名
交
り
文
は
名
詞
、
代
名
詞
、
及
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び
動
詞
形
容
詞
の
語
根
の
如
き
必
要
な
る
部
分
を
漢
字
に
て
現
し
、
助
辞
、

助
動
詞
、
及
び
動
詞
形
容
詞
の
語
尾
を
仮
名
に
て
現
す
を
以
て
、
そ
の
語
の

種
類
を
見
る
に
も
甚
だ
便
利
あ
り
。
書
く
人
は
一
人
に
し
て
見
る
人
は
千
万

人
な
り
。
書
く
事
の
便
利
な
る
は
見
る
事
の
便
利
な
る
に
若し
か
ず
。
新
字
を

製
せ
ん
と
す
れ
ば
最
も
こ
の
点
に
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
『
日
本
附
録
週
報
』
明
治32

・
４
・24

　
五
〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
飯
待
つ
間
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1985
（
昭
和60

）
年3

月18

日
第1

刷
発
行

　
　
　2001

（
平
成13

）
年11

月7

日
第10

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
子
規
全
集
　
第
十
二
巻
」
講
談
社

　
　
　1975

（
昭
和50
）
年10
月
刊

初
出
：
「
日
本
附
録
週
報
」

　
　
　1899

（
明
治32

）
年3

月13
日
、3

月20

日
、3

月27

日
、4

月3

日
、

4

月24

日

※
ル
ビ
は
新
仮
名
と
す
る
底
本
の
扱
い
に
そ
っ
て
、
ル
ビ
の
拗
音
、
促
音
は
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小
書
き
し
ま
し
た
。

※
底
本
で
は
、
表
題
の
下
に
「
升
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

入
力
：
ゆ
う
き

校
正
：noriko saito

2010

年9

月6

日
作
成

2011

年5

月16

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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