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こ
こ
に
は
現
代
と
近
代
と
を
一
応
区
別
し
て
考
え
る
︒

近
代
は
云
う
ま
で
も
な
く
人
間
解
放
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
人
間

が
あ
ら
ゆ
る
強
権
の
支
配
や
旧
い
中
世
的
な
軌
範
か
ら
解
放
さ
れ

て
︑
そ
れ
自
身
の
権
威
を
恢
復
し
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
そ

こ
で
は
人
間
の
住
む
﹁
現
実
の
世
界
﹂
が
何
も
の
に
も
ま
し
て
重

視
さ
れ
︑﹁
人
間
﹂
と
か
﹁
個
人
﹂
と
か
﹁
個
性
﹂
と
か
﹁
自
我
﹂

と
か
い
う
も
の
が
尊
重
さ
れ
た
︒
自
由
主
義
・
民
主
主
義
・
個
人

主
義
・
個
性
主
義
・
主
我
主
義
等
が
だ
か
ら
当
然
近
代
思
想
の
中
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枢
と
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
近
代
思
想
の
す
べ
て
に
わ
た
る

基
盤
と
し
て
︑
現
実
主
義
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た

近
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
此
の
時
代
に
於
け
る
文
学
の
方
法
な

ど
で
も
︑
写
実
主
義
が
そ
の
基
本
的
中
枢
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
方
法
へ
の
徹
底
を
示
し
た
自
然
主
義
に

於
て
︑
わ
が
国
の
近
代
文
学
は
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
と
云
わ
れ

る
所
以
で
あ
る
︒

が
︑
そ
こ
で
少
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
︑
人
間
が
解
放

さ
れ
て
自
由
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
︑
何
等
の
軌
範
も
な
い
恣

意
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
と
︑
決
し
て
同
義
語
で
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は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
あ
ら
ゆ
る
強
権
か
ら
解
放
さ
れ
て
︑
何

も
の
の
支
配
を
も
受
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
人
間
が
自

ら
自
分
自
身
を
支
配
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
の
と
こ
そ
︑
同

義
語
な
の
で
あ
る
︒
人
間
誰
も
が
主
人
持
ち
で
な
い
︑
自
分
が
自

分
の
主
人
で
あ
り
得
る
世
界
︑
そ
れ
が
即
ち
近
代
の
社
会
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
自
由
﹂
と
﹁
自
主
﹂
と
は
相
関
不

離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
よ
う

に
自
ら
支
配
し
︑
自
ら
治
め
る
も
の
の
形
造
る
社
会
で
あ
る
が
故

に
︑
そ
こ
で
は
政
治
の
形
態
と
し
て
も
︑
人
間
す
べ
て
が
多
か
れ

少
か
れ
自
分
自
身
の
意
志
や
希
望
を
反
映
さ
せ
得
る
︑
代
議
政
体
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が
選
ま
れ
る
︒
自
ら
選
ん
だ
代
議
士
の
議
定
し
た
法
律
が
︑
だ
か

ら
当
然
此
の
社
会
に
住
む
人
間
の
生
活
軌
範
と
な
る
︒と
同
時
に
︑

自
ら
治
め
る
た
め
の
主
体
的
内
在
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
は
︑

人
格
主
義
な
ど
が
説
か
れ
る
一
方
︑
そ
う
し
た
も
の
の
更
に
根
柢

を
な
す
も
の
と
し
て
︑﹁
人
間
本
来
の
性
質
﹂
と
か
︑﹁
自
然
法
﹂

と
か
﹁
ま
こ
と
﹂
と
か
﹁
内
部
的
な
真
実
﹂
と
か
︑
更
に
一
歩
を

進
め
て
は
﹁
真
理
﹂
と
か
い
う
も
の
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑

ひ
い
て
は
そ
の
真
理
を
探
求
す
る
も
の
と
し
て
の
学
問
と
か
科
学

と
か
い
う
も
の
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
そ
れ
は
一
方

か
ら
云
え
ば
人
間
の
営
む
現
実
の
生
活
を
強
く
豊
に
発
展
さ
せ
る
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た
め
の
武
器
と
し
て
︑
即
ち
所
謂
実
学
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
一
面

も
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
そ
う
し
た
モ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
を

も
こ
め
て
尊
重
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
︑
特
に
力
説
し
た

い
と
思
う
︒
そ
う
し
た
こ
と
の
結
果
︑
忠
で
も
な
い
孝
で
も
な
い
︑

そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か
否
か
︑
学
問
的
に
正
し
い
か
否
か
と
い
う

こ
と
こ
そ
が
︑
近
代
人
の
生
き
方
を
決
定
す
る
最
後
的
な
指
標
と

な
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
し
ば
し
ば
錯

覚
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
︑
近
代
の
道
義
性
放
棄
な
の
で
は
な
く
︑

新
し
い
道
義

︱
或
は
生
活
基
準
の
樹
立
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
ん
な
風
に
考
え
る
と
︑
近
代
と
い
う
時
代
が
︑
極
め
て
主
知
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的
な
︑
所
謂
知
性
の
尊
重
の
上
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
も
︑

お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
が
ま
た
上
記
の
現

実
主
義
や
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
と
も
相
関
的
な
も
の
で
あ
り
︑
最

も
知
的
な
性
質
の
上
に
立
つ
小
説
が
近
代
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
最
も
中
枢
的
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
必
然
な
ど
も
︑
自
然
に

諒
知
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
近
代
思
想
の
最
初
の
文
学

的
発
現
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
い
う
諸
特
質
に
ま
で
は
徹
底
し
得

な
か
っ
た
浪
漫
主
義
の
︑
主
情
性
や
内
部
的
真
実
の
重
視
は
︑
そ

の
意
味
で
近
代
主
義
的
成
熟
の
未
し
さ
を
︑
反
映
す
る
も
の
に
な

る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
経
て
︑
主
知
性
や
真
理
や
科
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学
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
近
代
主
義
の
成
熟
や

発
展
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
う
い
う
近
代
は
︑
一
方
に
は
ま
た
︑
個
人
の
利
益
追
求

を
人
間
生
活
の
根
本
的
態
度
と
し
て
許
容
す
る
組
織
の
上
に
あ
っ

た
た
め
に
︑
と
も
す
れ
ば
狭
い
利
己
主
義
が
跳
梁
し
よ
う
と
し
た

よ
う
な
︑
そ
ん
な
暗
側
面
を
も
持
っ
て
い
た
し
︑
ま
た
そ
れ
で
な

く
て
も
︑
個
人
や
自
我
を
の
み
尊
重
す
る
結
果
が
︑
社
会
生
活
を

軋
み
の
多
い
︑
人
間
相
互
を
気
持
の
上
に
何
等
の
つ
な
が
り
も
な

い
︑
ば
ら
ば
ら
な
存
在
と
し
て
し
ま
う
危
険
な
ど
を
孕
ん
で
も
い

た
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
社
会
生
活
上
の
不
調
和
を
救
う
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た
め
に
︑
愛
が
説
か
れ
人
道
が
説
か
れ
人
権
の
平
等
が
説
か
れ
人

格
の
相
互
的
尊
重
が
説
か
れ
た
︒
そ
う
い
う
モ
ラ
ル

︱
或
は
人

間
相
互
を
つ
な
ぐ
紐
帯
に
よ
っ
て
︑
社
会
生
活
の
軋
み
や
荒
凉
化

を
救
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
近
代
思
想
の

外
延
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

て
い
ね
い
に
調
べ
て
行
っ
た
ら
︑
き
り
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

、
、

け
れ
ど
も
︑
極
く
大
ま
か
に
要
約
す
れ
ば
︑
近
代
と
は
︑
要
す
る

に
以
上
の
よ
う
な
も
の
を
そ
の
主
要
な
思
想
的
骨
骼
と
し
て
︑
そ

の
上
に
厚
く
肉
づ
け
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
の
だ
と
思
う
︒
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と
こ
ろ
で
︑
そ
う
い
う
近
代
は
︑
わ
が
国
に
於
て
は
︑
周
知
の

通
り
十
分
確
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
︒
明
治
十

年
代
末
葉
に
所
謂
民
権
運
動
が
変
質
し
て
︑
そ
れ
故
に
政
治
か
ら

文
学
に
転
向
し
た
多
く
の
青
年
作
家
そ
の
他
が
悲
観
的
傾
向
の
作

品
に
耽
っ
た
の
を
端
緒
と
し
て
︑
そ
れ
か
ら
後
の
浪
漫
主
義
は
挫

折
し
︑
自
然
主
義
は
半
産
し
た
と
い
う
文
学
の
歴
史
か
ら
だ
け
で

も
︑
そ
の
こ
と
は
知
ら
れ
よ
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
浪
漫
主
義

や
自
然
主
義
が
と
に
も
か
く
に
も
誕
生
し
て
︑
歪
み
な
り
に
も
せ

よ
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と
発
展
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
︑
わ
が
国
の
歴
史
も
︑
大
勢
と
し
て
は
近
代
化
へ
の
道
筋
を
辿
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っ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
諒
知
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
た
だ
そ
れ
が
醇
化
と
徹
底
と
に
於
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
を

多
く
残
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

然
も
︑
そ
う
し
て
近
代
が
ま
だ
わ
が
国
に
於
て
は
十
分
成
熟
し

き
ら
ぬ
間
に
︑
そ
れ
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の

多
く
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
︑
一
応
明
瞭
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

世
界
史
的
に
云
え
ば
︑
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
革
命
が
成
就
さ
れ
て
︑
自

由
主
義
に
か
わ
る
新
し
い
統
制
主
義
が
︑
或
る
程
度
鞏
固
な
地
歩

を
占
め
は
じ
め
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
う
い
う
こ
と
の
端
的
な
表
現
が

見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
う
し
て
新
た
に
登
場
し
た
統
制
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主
義
が
︑
自
由
主
義
を
圧
倒
し
て
世
界
の
新
し
い
統
一
原
理
に
な

る
か
否
か
は
︑今
日
ま
だ
予
断
の
出
来
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
︑

あ
る
が
如
き
統
制
主
義
が
そ
う
し
た
統
一
原
理
と
な
る
こ
と
が
よ

い
か
悪
い
か
に
も
︑
な
お
多
少
の
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
が
︑

そ
う
い
う
も
の
が
現
れ
は
じ
め
て
か
ら
︑
嘗
て
は
新
し
い
時
代
の

中
枢
的
思
想
と
し
て
そ
の
進
歩
性
を
云
わ
れ
た
多
く
の
も
の
が
︑

一
応
過
去
の
も
の
と
し
て
き
び
し
い
批
判
と
吟
味
の
対
象
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
争
わ
れ
ぬ
事
実
で
あ
る
し
︑
そ
れ
ら

の
も
の
の
根
柢
に
あ
る
自
由
主
義
的
経
済
組
織
が
若
干
の
修
正
を

必
至
と
す
る
こ
と
も
︑
今
日
恐
ら
く
世
界
的
な
常
識
と
な
っ
て
い
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る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
敗
戦
に
よ
っ
て
惨
め
に
打
砕
か
れ
た
わ
が
国

の
再
建
に
も
︑
だ
か
ら
修
正
資
本
主
義
か
統
制
主
義
か
と
い
う
目

標
が
掲
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
旧
来
の
資
本

主
義
そ
の
ま
ま
の
延
長
と
い
う
こ
と
は
︑
も
う
ほ
と
ん
ど
考
え
ら

れ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
云
っ
て
も
︑
そ
れ
は
目

標
と
し
て
ま
だ
統
一
さ
れ
た
も
の
の
な
い
︑
二
元
の
間
に
彷
徨
し

て
い
る
程
度
の
も
の
だ
が
︑
そ
れ
な
り
に
旧
来
の
資
本
主
義
的
社

会
組
織
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
否
定
出

来
ま
い
︒
そ
の
意
味
で
︑
現
代
は
︑
近
代
の
資
本
主
義
的
社
会
機

構
へ
の
疑
惑
と
批
判
と
か
ら
出
発
し
て
︑
然
も
ま
だ
そ
の
究
極
的
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な
方
向
は
決
定
さ
れ
る
に
到
ら
ず
︑
そ
の
た
め
の
動
搖
と
低
迷
と

を
続
け
て
い
る
時
代
だ
︑
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
︒

こ
ん
な
風
に
見
て
来
る
時
︑
此
稿
が
現
代
を
一
応
近
代
か
ら
区

別
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
も
︑
恐
ら
く
多
く
の
人
々
に
肯
定

し
て
も
ら
え
よ
う
と
思
う
︒
そ
う
し
て
︑
そ
う
い
う
考
え
方
が
許

さ
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
う
い
う
意
味
で
の
わ
が
国
文
学
史
上
の
現

代
が
︑
大
正
末
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
確
立
期
以
後
の
︑
二
十

余
年
間
に
な
る
こ
と
は
︑
大
体
疑
問
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と

思
う
︒
と
云
っ
て
も
︑
わ
が
国
の
文
学
史
上
に
︑
資
本
主
義
や
近
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代
市
民
的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
へ
の
批
判
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
の

は
︑
こ
の
時
期
に
入
っ
て
か
ら
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
先
行
す
る
も
の
は
も
っ
と
ず
っ
と
夙
く
か
ら

出
て
い
た
︒
が
︑
そ
れ
が
本
格
的
な
活
動
期
に
入
っ
て
︑
或
る
程

度
ま
で
国
民
の
間
に
拡
散
し
て
行
っ
た
の
は
︑
結
局
上
記
の
時
期

以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
大
正
期
の
半
ば
過
ぎ
頃
多
く
の
文
化
人

に
よ
っ
て
社
会
主
義
同
盟
が
結
ば
れ
︑
次
い
で
﹁
種
蒔
く
人
﹂
な

ど
が
刊
行
さ
れ
て
︑
そ
の
運
動
が
幾
ら
か
本
格
化
し
よ
う
と
し
た

時
︑
例
の
関
東
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
て
︑
そ
れ
が
一
時
潰
滅
す
る

か
に
思
わ
れ
た
︑
あ
の
頃
ま
で
は
︑
此
派
の
運
動
と
し
て
も
前
史
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に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒そ
れ
が
震
災
の
打
撃
か
ら
立
上
っ
て
︑

力
強
い
再
出
発
を
示
し
た
頃
か
ら
︑
上
記
の
通
り
︑
相
当
強
度
の

社
会
的
浸
潤
を
示
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
或
る
程
度
ま

で
の
社
会
的
浸
潤
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
此

派
と
し
て
の
夜
明
け
を
見
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ま
で
の
歴
史
は
夜

明
け
前
の
底
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
の
時
期
に

一
つ
の
時
代
的
劃
線
を
引
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
所
以

で
あ
る
︒

と
す
れ
ば
︑
そ
の
時
期
か
ら
は
じ
め
て
︑
今
日
ま
で
の
間
に
︑

わ
が
国
の
文
壇
は
︑
極
め
て
特
徴
あ
る
二
つ
の
時
期
を
閲
し
て
︑
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今
正
に
第
三
の
時
期
に
入
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
︑
来
て
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
︒

そ
の
第
一
は
︑上
記
の
通
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
台
頭
し
て
︑

そ
れ
が
相
当
強
力
な
社
会
的
浸
潤
を
示
し
た
た
め
に
︑
旧
市
民
文

学
に
伝
統
の
力
も
根
強
く
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
そ
の
根
強
さ

を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
力
強
さ
や
渾
熟
に
ま
で
は
逹
し
得
な
か
っ

た
︒
結
局
前
衛
文
学
と
し
て
の
尖
鋭
さ
を
以
て
︑
伝
統
市
民
文
学

と
抗
争
す
る
と
い
う
︑
対
立
的
な
形
以
上
に
は
出
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
と
同
時
に
此
の
時
期
に
は
︑
此
の
両
系
統
の
対
立
に

絡
ん
で
︑
通
俗
文
学
乃
至
大
衆
文
学
と
よ
ば
れ
た
も
の
が
相
当
程
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度
の
進
出
振
り
を
示
し
た
︒
伝
統
市
民
文
学
へ
の
批
判
的
勢
力
と

し
て
台
頭
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
︑
云
う
ま
で
も
な
く
階
級

的
統
制
主
義
を
そ
の
思
想
的
立
場
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
此

の
系
統
は
派
と
し
て
の
統
一
も
な
く
︑
従
っ
て
そ
の
思
想
的
立
場

に
も
統
一
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
一
部
に
か
な

り
深
く
封
建
的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
に
傾
い
た
も
の
が
あ
り
︑
そ
れ

が
此
の
系
統
と
し
て
最
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
と
も
に
︑

所
謂
大
衆
へ
の
影
響
力
は
そ
れ
が
最
も
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
に

見
え
た
︑
そ
の
点
を
少
し
強
調
的
に
取
上
げ
れ
ば
︑
此
の
時
期
は
︑

動
揺
し
崩
れ
立
っ
た
市
民
的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
と
︑
新
興
の
︑
そ
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れ
故
に
ま
だ
必
し
も
熟
し
た
と
は
云
え
な
か
っ
た
階
級
的
イ
デ
ィ

オ
ロ
ギ
イ
と
︑
時
勢
的
必
然
故
に
結
局
そ
の
系
統
内
部
を
さ
え
そ

れ
に
よ
っ
て
統
一
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
封
建
的
イ
デ
ィ
オ

ロ
ギ
イ
と
の
︑
三
者
が
対
立
と
抗
争
と
相
互
的
浸
潤
と
を
続
け
合

っ
て
い
た
︑
云
わ
ば
三
派
鼎
立
の
時
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
そ
の
鼎
立
は
︑
結
局
ど
ち
ら
に
よ

り
多
く
傾
く
と
い
う
こ
と
も
な
い
間
に
︑
政
治
的
情
勢
の
変
化
と

い
う
外
部
的
な
事
情
か
ら
︑
う
や
む
や
の
間
に
解
消
さ
れ
て
︑
そ

の
ま
ま
次
の
時
期
に
流
れ
こ
ま
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
尤
も
︑
伝

統
的
市
民
文
学
の
流
れ
が
そ
う
い
う
間
に
漸
次
中
世
的
諦
観
主
義
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へ
の
傾
き
な
ど
を
顕
著
化
し
つ
つ
あ
っ
た
上
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
側
に
も
︑
此
期
の
終
り
に
は
︑
政
治
的
な
弾
圧
な
ど
に
由
来

し
た
絶
望
的
な
暗
さ
や
苦
悩
か
ら
︑
一
種
の
精
神
的
求
道
主
義
へ

の
傾
き
な
ど
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑

強
い
て
云
え
ば
︑
大
衆
文
学
の
示
し
た
封
建
的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ

へ
の
接
近
が
︑
各
方
面
に
多
少
と
も
現
象
し
つ
つ
あ
っ
た
と
云
え

よ
う
か
と
も
思
う
し
︑
そ
れ
ら
が
根
本
的
な
深
い
と
こ
ろ
で
は
無

論
相
互
に
関
連
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
︑

現
象
的
表
面
的
に
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
並
行
的
な
も
の
で
︑
大

衆
文
学
が
そ
れ
だ
け
他
を
圧
倒
し
た
り
惹
き
つ
け
た
り
し
た
と
い
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う
の
で
は
な
か
っ
た
︒
結
局
三
派
は
鼎
立
し
た
ま
ま
の
形
で
︑
次

の
時
代
の
混
沌
の
中
に
融
け
こ
ん
で
行
っ
た
と
見
る
の
が
︑
至
当

な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

な
お
此
の
時
期
に
は
︑
藤
村
秋
聲
荷
風
潤
一
郎
以
下
弴
浩
二
犀

星
な
ど
に
至
る
︑
前
代
以
来
の
大
家
中
堅
の
活
動
に
相
当
目
ざ
ま

し
い
も
の
が
あ
り
︑
さ
す
が
に
近
代
文
学
最
後
の
時
期
ら
し
い
趣

が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑そ
う
い
う
も
の
の
中
に
︑

新
し
い
時
代
の
胎
動
が
き
か
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
島

崎
藤
村
の
﹁
夜
明
け
前
﹂
か
ら
︑
少
し
後
の
も
の
だ
が
宇
野
浩
二

の
﹁
枯
木
の
あ
る
風
景
﹂
や
永
井
荷
風
の
﹁
濹
東
綺
譚
﹂
乃
至
谷
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崎
潤
一
郎
の
深
入
り
し
て
行
っ
た
世
界
な
ど
を
連
想
し
て
も
ら
え

ば
︑
お
お
よ
そ
に
は
髣
髴
し
て
も
ら
え
よ
う
と
思
う
︒
所
詮
こ
れ

ら
の
人
々
は
︑
新
感
覚
派
以
後
の
そ
の
系
統
に
立
つ
新
進
作
家
達

の
激
動
と
は
云
わ
ば
対
蹠
的
な
形
で
︑
同
じ
近
代
文
学
の
宿
命
的

な
道
筋
を
︑辿
り
尽
し
て
見
せ
た
も
の
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
︒

そ
う
い
う
も
の
の
側
か
ら
云
え
ば
︑
此
の
時
期
は
将
に
そ
の
宿
命

を
辿
り
つ
く
そ
う
と
す
る
近
代
文
学
が
︑
そ
う
い
う
時
期
ら
し
い

苦
悶
と
徹
到
と
を
示
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
も
云
え
る
か
と
思

う
︒
大
正
の
末
十
三
四
年
頃
か
ら
は
じ
ま
る
此
期
の
終
り
を
ど
こ

に
置
く
か
は
︑
そ
う
い
う
考
え
方
を
す
る
と
︑
よ
ほ
ど
決
定
し
に
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く
い
問
題
に
な
る
が
︑
こ
こ
に
は
︑
上
記
作
品
の
幾
つ
か
が
そ
の

劃
線
の
外
に
は
み
出
す
こ
と
を
承
知
の
上
で
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
集
団
な
ど
が
す
べ
て
解
散
さ
れ
尽
し
た
大
正
八
九
年
頃
に
︑
一

応
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
︒
そ
う
考
え
た
上
で
︑

此
期
を
︑
上
記
の
通
り
︑
い
ろ
い
ろ
な
流
派
の
対
立
抗
争
の
時
代

と
︑
規
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
伝
統
市
民
文
学
へ
の
対
立
的
な

勢
力
が
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も
に
︑
市
民
文
学
伝
統
そ
の
も
の
の
中

に
も
︑
革
新
的
な
流
派
の
台
頭
消
長
が
見
ら
れ
た
時
代
と
も
云
え

よ
う
︒

そ
う
い
う
時
期
を
承
け
継
い
だ
次
の
時
代
は
︑
云
う
ま
で
も
な
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く
官
僚
軍
閥
の
国
民
全
体
を
ひ
き
ず
り
廻
し
た
︑
軍
国
主
義
的
全

体
主
義
の
時
期
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
の
は
じ
め
二
三
年
間
は
︑
そ

う
い
う
時
代
的
政
治
的
な
情
勢
の
転
換
を
背
景
と
し
た
︑
何
か
し

ら
不
気
味
な
圧
力
を
身
近
に
感
じ
て
︑
国
民
の
大
部
分
が
不
安
と

低
迷
と
の
中
に
置
か
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
︒
文
学
も
ま
た
当
然
そ

れ
を
反
映
し
て
︑
方
向
の
立
た
ぬ
混
沌
と
焦
慮
と
の
中
に
︑
著
し

い
低
迷
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
こ
に
前
期
に
於
け
る

鼎
立
が
何
等
の
帰
一
点
を
も
見
出
さ
ぬ
ま
ま
う
や
む
や
に
押
流
さ

れ
て
し
ま
っ
た
後
の
︑
は
っ
き
り
し
た
思
想
的
立
場
の
な
い
現
代

中
期
文
学
の
危
げ
な
出
発
点
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
市
民
的
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イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
は
既
に
動
揺
し
て
い
る
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
依
拠
と
し
た
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
も
伸
び
き
ら
ぬ
ま
ま
に
圧
し
つ
ぶ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
︑
封
建
的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
に
も
さ
す
が
に
傾

き
き
れ
な
い
︑
然
も
時
勢
は
何
等
か
の
転
換
を
気
配
し
て
い
る
︑

ど
う
な
る
こ
と
か

︱
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
低
迷
と
不
安

と
焦
慮
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
低
迷
と
焦
慮
に
彩
ら

れ
た
ま
ま
︑
強
く
生
き
よ
う
と
す
る
国
民
の
力
が
︑
盲
目
的
な
策

励
を
続
け
る

︱
そ
ん
な
貌
を
反
映
し
た
作
品
が
︑
此
期
の
文
学

に
於
け
る
唯
一
の
積
極
性
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
た
︒

そ
う
い
う
二
三
年
間
を
前
期
か
ら
の
云
わ
ば
過
渡
期
と
し
て
︑
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そ
の
後
に
よ
う
や
く
そ
の
相
貌
を
は
っ
き
り
さ
せ
は
じ
め
た
政
治

情
勢
の
変
化
は
︑
既
に
そ
う
し
た
確
固
た
る
思
想
的
立
場
の
な
い

混
沌
に
住
し
て
い
た
国
民
全
般
を
︑
更
に
盲
目
に
し
て
︑
專
ら
そ

の
政
治
的
要
請
の
下
に
動
員
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
う
い
う
政
治
情

勢
の
変
化
を
合
理
化
し
︑
そ
れ
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
す

る
よ
う
な
言
説
も
︑
相
当
多
く
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
︒
既
に
確
固

た
る
思
想
的
立
場
を
失
っ
て
い
た
人
々
は
︑
そ
う
い
う
圧
力
や
言

説
に
対
す
る
批
判
も
な
く
︑
比
較
的
容
易
に
こ
れ
に
追
随
し
た
の

で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
何
が
な
し
明
る
い
見
通
し
と
︑
建
設
的
な

意
欲
と
漲
溢
す
る
力
の
は
け
口
を
見
出
し
得
た
よ
う
な
︑
明
る
く
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浪
漫
的
な
気
分
が
文
壇
の
か
な
り
広
い
範
囲
を
お
お
う
よ
う
な
こ

と
に
も
な
っ
た
し
︑
作
品
の
世
界
や
素
材
の
範
囲
が
著
し
く
拡
げ

ら
れ
た
よ
う
に
も
見
え
た
︒
が
︑
そ
れ
に
は
︑
政
治
的
情
勢
の
変

化
に
無
批
判
の
ま
ま
ひ
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
︑
根
本
的
に
は
極
め

て
消
極
的
な
︑
受
身
な
態
度
が
か
ら
み
つ
い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ

う
︑
そ
う
し
た
意
欲
や
力
に
何
か
根
柢
的
な
芯
が
な
い
よ
う
な
︑

感
動
量
の
稀
薄
さ
が
感
じ
ら
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
し
︑
第
一
そ

こ
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
世
界
が
︑
根
本
的
に
は
一
向
解
決
さ
れ

て
い
な
い
問
題
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
︑
そ
の
上
で
明
る
い
建
設
の

歌
を
歌
い
︑
明
る
い
希
望
を
云
お
う
と
し
て
い
る
と
い
う
に
も
似
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た
︑
浮
動
的
な
性
質
を
持
た
ず
に
は
い
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
﹁
ほ

ん
も
の
﹂
ら
し
い
文
学
性
を
持
た
な
い
追
随
的
な
傾
向
文
学
が
氾

濫
し
︑
良
識
も
論
理
も
持
た
な
い
癖
に
押
強
い
評
論
が
跳
梁
し
た

の
で
あ
る
︒
大
衆
文
学
系
統
の
人
々
を
主
と
し
て
︑
伝
統
市
民
文

学
系
統
の
人
々
の
か
な
り
多
く
と
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
系
統
か

ら
の
若
干
と
が
︑
此
の
流
れ
の
中
に
合
流
し
て
い
た
︒
殊
に
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
系
統
の
人
々
の
中
に
は
︑
此
の
時
代
の
強
権
主
義

の
合
理
化
に
傾
い
た
か
に
見
え
た
よ
う
な
人
々
さ
え
あ
っ
た
︒
そ

う
い
う
間
に
︑
封
建
時
代
風
な
好
尚
や
物
の
考
え
方
が
︑
漸
次
に

強
力
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
︒
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が
︑
さ
す
が
に
此
期
の
文
学
も
︑
そ
う
い
う
も
の
一
色
に
塗
り

こ
く
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
も
の
が
氾

濫
し
て
何
が
な
し
騒
然
と
し
て
い
る
か
に
見
え
た
文
壇
の
片
隅
に

は
︑
そ
う
い
う
風
潮
と
は
や
や
風
馬
牛
の
形
で
︑
ど
こ
か
大
正
期

以
来
の
凡
人
主
義
な
ど
と
も
通
い
合
う
よ
う
な
︑
静
か
な
写
実
主

義
の
流
れ
を
︑
細
々
と
承
け
継
い
で
い
る
よ
う
な
人
々
も
あ
っ
た

し
︑
上
記
の
よ
う
な
表
層
的
な
積
極
化
と
は
反
対
の
︑
深
く
お
ど

ん
だ
虚
無
感
や
︑
そ
の
上
に
立
っ
て
の
ひ
ど
く
道
化
た
よ
う
な
身

ぶ
り
や
︑
所
謂
無
の
思
想
の
常
識
化
さ
れ
る
ま
で
の
拡
散
な
ど
も

認
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
悲
観
的
な
人
生
へ
の
見
通
し
や
︑
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中
世
的
な
諦
観
へ
の
深
入
り
な
ど
も
︑
此
期
の
文
学
の
著
し
い
一

側
面
と
な
っ
て
い
た
︒
前
期
に
も
目
立
っ
た
此
の
傾
向
が
︑
此
期

に
は
前
期
以
来
の
新
進
作
家
逹
に
よ
っ
て
も
︑
か
な
り
傾
情
的
に

追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ

に
︑
さ
す
が
に
時
代
の
大
浪
に
も
ま
き
こ
ま
れ
き
ら
ず
に
い
た
︑

伝
統
市
民
文
学
以
来
の
直
接
の
流
れ
と
︑
そ
の
流
れ
の
最
後
的
な

あ
が
き
や
到
逹
点
な
ど
が
︑
認
め
ら
れ
た
わ
け
だ
と
思
う
︒
そ
う

い
う
流
れ
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
︑
内
部
的
要
請
と
外
部
的
な
圧
迫
と

い
う
︑恐
ら
く
両
様
の
理
由
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑

と
に
か
く
此
の
時
期
の
間
︑
ほ
と
ん
ど
筆
を
執
ら
な
く
な
っ
た
よ
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う
な
︑
そ
ん
な
人
々
も
認
め
ら
れ
た
︒﹁
正
宗
白
鳥
は
戦
争
に
つ

い
て
一
言
も
書
か
な
い
﹂

︱
そ
ん
な
こ
と
が
︑
伝
統
市
民
文
学

作
家
と
し
て
の
操
持
を
讃
え
る
よ
う
な
気
持
を
こ
め
て
︑
さ
さ
や

き
合
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
同
時
に
︑
嘗
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
系
統
に
立
つ
作
家

の
中
に
は
︑
嘗
て
の
前
衛
文
学
者
的
闘
争
性
を
揚
棄
し
た
︑
静
か

な
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
転
進
を
示
し
て
︑
そ
う
し
た
時
代
気
運
の
中

に
置
か
れ
た
国
民
生
活
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
や
︑
そ
う
し
た

時
代
的
な
大
浪
の
打
返
す
中
で
の
心
構
え
の
問
題
に
︑
深
い
関
心

を
示
し
て
い
る
よ
う
な
人
々
も
少
く
は
な
か
っ
た
︒
中
野
・
徳
永
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・
宮
本
・
島
木
⁝
⁝
と
数
え
上
げ
る
と
︑
そ
こ
に
到
不
到
の
差
別

は
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
腰
の
決
ま
り
き
ら
ぬ
す
が
た
や
︑
乃
至
は
そ

の
腰
の
据
え
方
に
多
少
の
異
論
の
あ
り
得
る
も
の
は
あ
っ
て
も
︑

と
に
か
く
此
の
時
代
と
し
て
最
も
健
康
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
の

は
︑
或
は
此
の
系
列
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

所
詮
此
の
時
期
は
︑
国
民
を
無
謀
な
戦
争
に
駆
り
立
て
よ
う
と

し
た
軍
部
官
僚
の
政
治
指
導
が
︑表
層
的
な
時
代
気
運
を
作
っ
て
︑

そ
の
表
層
的
な
気
運
に
踊
ら
さ
れ
た
人
々
の
多
く
を
前
面
に
押
出

し
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
さ
す
が
に
そ
れ
が
文
学
界
全
般
の
気
流

と
も
な
り
き
ら
ず
︑
片
隅
に
ち
ぢ
こ
ま
っ
た
り
一
歩
半
歩
と
後
退
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し
た
り
し
な
が
ら
も
︑
従
来
か
ら
の
文
学
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る

人
々
な
ど
の
︑若
干
を
も
残
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
意
味
で
は
︑
前
代
以
来
の
鼎
立
が
︑
な
お
微
か
な
が
ら
続
け

ら
れ
て
い
た
と
︑
云
え
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
っ
た
︒
封
建
的
軍

国
主
義
的
な
色
調
の
濃
か
っ
た
全
体
主
義
の
嵐
は
︑
か
な
り
激
し

く
吹
き
ま
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
さ
す
が
に
そ
れ
が
全

文
壇
を
席
捲
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
の
だ
と
云
え
る

の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
う
云
っ
て
も
︑
此
期
の
終
り
近
く
な
る
に
つ
れ
て
︑
そ

う
し
た
系
統
別
の
色
調
の
相
違
な
ど
も
︑
い
よ
い
よ
目
立
た
ぬ
も
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の
に
な
っ
て
行
っ
た
︒
左
翼
系
統
の
人
々
な
ど
は
多
く
執
筆
を
禁

止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
し
︑
そ
の
厄
を
免
れ
る
た
め
に
便
乗
的
な
口

吻
に
傾
く
人
々
も
出
て
来
た
︒
伝
統
市
民
文
学
系
統
の
中
世
的
諦

観
へ
の
逸
脱
と
い
う
も
の
も
︑
此
の
系
統
と
し
て
そ
こ
に
行
く
べ

き
必
然
も
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
此
期
の
政
治
勢
力
が
そ
う
し
た
傾

向
を
﹁
日
本
的
な
る
も
の
﹂
と
し
て
推
奨
し
て
い
た
︑
そ
の
故
に

昂
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
の
気
運
に
︑
む
し
ろ
安
易
に
融
け
こ
ん

で
行
っ
た
よ
う
な
︑
そ
ん
な
形
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
︑

も
と
も
と
批
評
的
立
場
を
棄
て
て
の
逸
脱
と
見
ら
れ
る
此
の
傾
向

が
︑
本
来
的
に
は
持
っ
て
い
る
は
ず
の
き
び
し
い
否
定
観
や
心
境



38

鍛
錬
と
は
手
を
別
っ
て
︑
む
し
ろ
安
易
な
肯
定
観
や
情
趣
的
享
楽

主
義
な
ど
に
接
近
し
て
行
く
よ
う
な
︑
そ
ん
な
趣
を
さ
え
示
す
こ

と
に
も
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
ま
で
行
け
ば
そ
れ
は
も
う
此
の
時
期

と
し
て
特
異
性
と
云
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
は

も
う
此
の
時
代
の
気
運
に
乗
じ
て
現
れ
た
︑
従
っ
て
そ
う
し
た
気

運
に
対
す
る
否
定
ど
こ
ろ
か
︑
何
等
の
批
判
も
な
か
っ
た
よ
う
な

作
品
と
︑
質
的
に
は
さ
し
た
る
区
別
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う

と
思
う
︒
片
隅
に
残
さ
れ
て
い
た
写
実
主
義
的
傾
向
と
い
う
も
の

も
︑
特
殊
な
鋭
さ
や
厳
し
さ
は
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
︑
と
も
す

れ
ば
そ
の
小
味
さ
と
影
の
う
す
さ
と
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
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し
か
な
か
っ
た
︒
近
代
文
学
の
伝
統
は
︑
此
期
に
来
て
は
つ
ま
り

そ
れ
だ
け
影
の
う
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
ん
な
工
合
で
︑
此
期
の
文
学
に
は
︑
前
期
以
来
の
対
立
の
尾

は
な
お
微
に
残
っ
て
は
い
て
も
︑
総
括
的
に
は
た
だ
一
色
の
︑
時

局
的
色
調
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
︑
そ
ん

な
印
象
が
伴
い
や
す
か
っ
た
︒
然
も
そ
れ
が
︑
必
し
も
個
々
の
作

家
の
内
部
的
必
然
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
︑
時
代
の
表
層
的
気
運

と
連
関
す
る
だ
け
の
色
調
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
ど
う
や
ら
作
家
達

の
突
詰
め
た
﹁
本
音
﹂
の
き
か
れ
ぬ
よ
う
な
︑
従
っ
て
本
来
﹁
本

音
﹂
の
上
に
の
み
あ
り
得
る
﹁
文
学
﹂
も
無
く
な
り
か
け
て
し
ま
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っ
た
よ
う
な
︑
そ
ん
な
趣
さ
え
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
市
民

的
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
イ
が
崩
れ
去
っ
て
︑
然
も
新
し
い
イ
デ
ィ
オ
ロ

ギ
イ
は
確
立
さ
れ
な
い
︑そ
う
い
う
空
白
状
態
に
入
っ
た
精
神
に
︑

一
種
の
憑
き
物
が
し
た
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
と
で
も
云
っ
た
ら
よ

い
で
あ
ろ
う
か
︒
と
に
か
く
か
な
り
騒
然
と
し
て
居
り
︑
そ
れ
だ

け
一
種
の
賑
か
さ
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
文
学
史
的
に
は

淋
し
い
時
期
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

た
だ
︑
そ
う
い
う
間
に
︑
明
治
大
正
以
来
の
市
民
的
イ
デ
ィ
オ

ロ
ギ
イ
の
未
成
熟
さ
の
故
に
︑
と
も
す
れ
ば
社
会
的
連
帯
性
の
な

い
︑
ば
ら
ば
ら
に
切
り
は
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
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や
す
か
っ
た
人
間
個
人
を
︑
社
会
的
全
体
的
な
連
関
に
於
て
考
え

さ
せ
る
傾
向
が
確
立
さ
れ
︑
ひ
い
て
は
個
人
的
利
益
追
求
の
代
り

に
職
域
道
義
の
問
題
が
考
え
ら
れ
︑
従
っ
て
生
産
主
義
へ
の
徹
底

が
意
図
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
︑
新
し
い
生
の
指
標
が
提
示
さ
れ

て
︑
そ
こ
か
ら
二
宮
尊
徳
な
ど
が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
り
︑
更
に
も
っ
と
一
般
的
に
科
学
へ
の
関
心
が
強
ま
っ
た
り

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
此
の
時
代
の
文
学
界
や
思
想
界

の
示
し
た
積
極
面
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
個
人
が
個
人
と
し
て

尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
︑
単
な
る
個
人
と
し
て
の
み
考

え
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
が
︑
こ
う
し
て
ほ
ん
と
に
諒
知
さ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
殊
に
深
く
注
意
さ
れ
て
よ
い
こ
と

で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
け
れ
ど
も
︑
歪
曲
さ
れ
た
指
導
理
論
の
た
め

に
︑
せ
っ
か
く
の
そ
う
し
た
自
覚
の
上
に
成
立
つ
職
域
道
義
や
生

産
主
義
を
︑
嘗
て
の
﹁
公
益
優
先
﹂
な
ど
と
相
似
た
︑
所
謂
滅
私

奉
公
的
な
︑
犠
牲
的
な
も
の
と
の
み
錯
覚
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
︑
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
新
し
く
喜
ば
し
い
道
義
で
あ
る
は
ず

の
も
の
が
︑
そ
れ
と
し
て
正
し
く
徹
底
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で

は
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
不
熟
な
全
体
主
義
が
︑
結
局
そ
う

い
う
現
象
を
も
必
至
と
せ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ

れ
が
国
民
心
理
を
猛
烈
に
荒
廃
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
︑
戦
後
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の
社
会
が
極
め
て
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
よ
う
︒

少
し
く
ど
く
な
り
過
ぎ
た
よ
う
だ
が
︑
現
代
文
学
史
上
の
第
二

期
は
︑
大
体
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
︒
云

う
ま
で
も
な
く
昭
和
二
十
年
の
決
定
的
な
敗
戦
に
到
る
ま
で
︑
こ

う
い
う
時
期
が
続
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
前
期
か
ら
の
過
渡
期
二
三

年
間
を
加
え
れ
ば
︑
大
体
十
二
︑
三
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
っ
た
︒

そ
う
い
う
第
二
期
の
後
を
承
け
た
第
三
期
現
在
は
︑
ま
だ
は
じ

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
上
に
︑
国
民
自
身
の
内
部
的
要
請
に
よ
っ

て
必
然
的
に
き
り
ひ
ら
か
れ
た
新
し
い
時
期
な
の
で
は
な
く
︑
所



44

謂
配
給
さ
れ
た
新
時
代
で
あ
る
た
め
︑
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
行

く
も
の
か
︑
今
の
と
こ
ろ
簡
単
に
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
ほ

と
ん
ど
方
向
の
立
た
な
い
混
乱
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
の

が
︑
今
日
の
実
情
で
あ
る
︒
月
々
夥
し
く
発
表
さ
れ
る
作
品
の
中

に
も
︑
積
極
的
な
方
向
を
示
唆
す
る
ほ
ど
の
も
の
は
︑
ま
だ
恐
ら

く
出
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

が
︑
そ
う
い
う
作
品
群
の
中
に
あ
っ
て
︑
比
較
的
多
く
人
々
の

注
意
と
関
心
と
を
喚
び
起
し
て
い
る
も
の
は
︑
全
体
主
義
的
弾
圧

が
国
民
生
活
を
不
幸
に
歪
め
た
り
陰
惨
に
曇
ら
せ
た
り
し
た
こ
と

を
書
い
た
も
の
と
︑
一
応
自
由
に
解
放
さ
れ
た
人
間
の
人
格
的
未
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成
熟
さ
故
に
陷
る
醜
さ
を
書
い
た
も
の
と
︑
な
ど
で
は
な
い
の
か

と
思
う
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
今
日
と
し
て
最
も
望
ま
し
い
こ
と

で
な
い
の
は
勿
論
と
し
て
も
︑
そ
れ
な
り
に
︑
今
日
的
な
現
象
と

し
て
︑
一
応
の
意
義
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
軍

国
的
・
封
建
的
・
全
体
主
義
的
な
も
の
に
圧
し
歪
め
ら
れ
た
が
故

の
人
間
的
な
歪
み
や
積
極
的
な
意
欲
の
喪
失
に
対
す
る
︑
悲
し
み

と
か
憤
り
と
か
い
う
も
の
を
表
白
し
て
い
る
も
の
と
︑
与
え
ら
れ

た
自
由
に
相
応
し
か
ら
ぬ
人
間
的
未
成
熟
さ
故
に

︱
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
拘
束
だ
け
は
無
く
な
っ
た
が
故
に
︑
と
も
す
れ
ば
陷

り
た
が
る
醜
陋
さ
を
曝
露
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
は
︑
そ
れ
ぞ
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れ
に
今
日
の
わ
が
国
に
於
け
る
悲
し
む
べ
き
典
型
的
な
事
象
で
あ

る
も
の
に
対
し
て
︑
挑
み
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
云
え
る
の
だ
か

ら
︒
そ
う
い
う
典
型
的
な
事
象
を
見
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
今

日
当
面
の
問
題
に
深
く
沈
潜
す
る
こ
と
も
︑
或
る
意
味
で
は
結
構

な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
れ
ら
の
作
品
は
︑
読
み
方

に
よ
っ
て
は
︑
強
権
や
圧
力
が
人
間
を
ひ
き
ず
り
圧
し
つ
ぶ
す
こ

と
に
対
す
る
積
極
的
な
憤
り
や
︑
自
主
的
独
立
人
た
り
得
ぬ
こ
と

の
恥
し
さ
を
︑
痛
感
さ
せ
る
も
の
に
な
る
の
だ
か
ら
︒
そ
う
思
え

ば
︑
そ
れ
ら
の
作
品
も
︑
今
日
以
後
の
日
本
人
の
生
き
方
に
対
す

る
︑
或
る
示
唆
を
含
ん
で
い
な
い
と
は
云
わ
れ
ま
い
︒
そ
れ
は
云
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う
ま
で
も
な
く
あ
ら
ゆ
る
強
権
や
圧
力
を
撥
ね
の
け
て
︑
あ
く
ま

で
も
自
主
的
な
自
由
人
た
る
べ
き
主
体
の
成
熟
を
心
が
け
る
こ
と

の
必
要
さ
で
あ
る
︒
明
治
大
正
時
代
の
近
代
文
学
が
遂
に
成
就
し

得
な
か
っ
た
も
の
が
︑
こ
う
し
て
漸
く
完
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
近

づ
い
て
来
た
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
が
︑
こ
れ
ら
の
作
品
に
よ
っ

て
も
︑
間
接
的
な
が
ら
感
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
︒

然
も
人
間
が
単
に
自
由
な
個
人
で
あ
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
︑

縦
横
無
限
の
社
会
的
連
関
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
既
に

前
期
の
文
学
そ
の
他
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
︒
そ
う
い
う
有
機
体
の
一
つ
の
結
び
目
で
あ
る
人
間
に
︑
恣
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意
的
な
生
は
許
さ
れ
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
解
放
さ
れ
た
自
由
人
は
︑

そ
う
し
た
自
覚
の
上
に
立
っ
て
︑
社
会
的
合
目
的
的
に
生
き
る
こ

と
を
︑
必
至
の
道
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
此
道

と
︑
個
人
的
自
由
や
自
主
的
生
活
を
要
望
す
る
気
持
と
は
︑
ど
う

し
て
も
調
和
出
来
な
い
二
元
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
だ
と
す
れ

ば
人
生
は
結
局
悲
劇
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
︒

こ
ん
な
風
に
考
え
る
と
︑
今
日
自
由
と
人
格
の
確
立
と
を
当
面

の
要
請
と
し
て
い
る
文
学
が
︑
次
に
ぶ
つ
か
る
べ
き
題
目
は
︑
当

然
こ
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
わ
が
国
の
当
面
し

て
い
る
事
情
が
︑
そ
の
二
つ
の
道
の
融
和
へ
の
努
力
を
︑
必
至
の



49

も
の
と
し
て
要
請
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
し
︑
政
治
情

勢
も
漸
次
に
そ
う
し
た
方
向
に
傾
き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
と
す
れ
ば
︑
文
学
も
ま
た
い
ず
れ
そ
の
問
題
に
触
れ
そ
の
問

題
と
取
組
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
︒
そ

れ
が
調
和
的
な
結
論
に
到
逹
す
る
か
否
か
は
︑
し
ば
ら
く
別
問
題

と
し
て
も

︱
︒
今
日
の
文
学
の
進
路
も
︑
こ
う
し
て
幾
ら
か
は

想
像
出
来
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒

そ
れ
は
︑
文
壇
今
日
の
様
相
か
ら
す
れ
ば
︑
無
論
飛
躍
的
な
想

像
で
あ
り
過
ぎ
る
も
の
だ
し
︑
そ
う
し
た
想
像
を
否
定
す
る
よ
う

な
材
料
も
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
一
方
に
は
そ
れ
に
或
る
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程
度
の
裏
打
と
な
り
そ
う
な
事
実
も
︑
少
く
は
な
い
と
思
う
︒
そ

う
し
て
若
し
そ
う
い
う
道
が
辿
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑現
代
文
学
は
︑

こ
こ
に
一
つ
の
熟
し
た
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

ろ
う
︒
以
上
辿
っ
て
来
た
範
囲
で
明
瞭
な
よ
う
に
︑
現
代
は
︑
近

代
が
人
間
解
放
の
時
代
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
そ
う
し
て
解
放

さ
れ
た
人
間
の
新
し
い
組
織
化
の
時
代
だ
と
云
う
こ
と
が
出
来

る
︒
第
一
期
に
は
階
級
的
に
組
織
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
︒
第
二
期

に
は
︑
全
体
主
義
の
名
の
下
に
︑
国
家
的
民
族
的
乃
至
軍
国
主
義

的
に
統
一
さ
れ
よ
う
と
し
た
︒
第
三
期
に
は
︑
新
し
い
民
主
主
義

国
家
を
構
成
す
る
要
員
と
し
て
︑
合
目
的
主
義
的
に
組
織
化
さ
れ
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よ
う
と
し
て
い
る
︒
前
代
へ
の
疑
惑
と
批
判
と
か
ら
出
発
し
て
︑

そ
う
い
う
一
定
方
向
の
確
立
と
組
織
化
へ
の
傾
向
と
が
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
て
来
た
と
こ
ろ
に
︑
現
代
を
近
代
か
ら
区
別
し
て
考
え

る
根
本
の
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
が
︑
若
し
そ
れ
が
此
の
第
三
期
に

於
て
上
記
に
想
像
し
た
よ
う
な
線
に
沿
う
て
落
着
い
て
行
く
も
の

と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
現
代
と
し
て
の
成
熟
で
あ
る
と
同
時
に
︑
近

代
と
し
て
の
成
熟
で
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

一
期
二
期
の
混
乱
と
動
揺
と
は
︑
そ
う
い
う
成
熟
に
逹
す
る
前

の
左
顧
右
眄
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
︒此
稿
の
冐
頭
以
来
︑

現
代
と
近
代
と
を
﹁
一
応
﹂
区
別
し
て
考
え
る
な
ど
と
い
う
ア
イ
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マ
イ
な
書
き
方
を
し
て
来
た
所
以
だ
が
︑
そ
れ
は
と
に
か
く
︑
現

在
か
ら
当
来
へ
の
展
開
が
ど
う
な
る
に
し
た
と
こ
ろ
で
︑
現
代
的

な
組
織
化
と
或
は
そ
の
た
め
の
闘
い
と
並
行
的
に
︑
明
治
大
正
時

代
に
十
分
獲
得
し
き
れ
な
か
っ
た
人
間
の
近
代
的
性
格
を
確
立
す

る
た
め
の
闘
い
を
も
︑
此
期
の
人
々
は
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
然

も
そ
れ
が
︑
た
だ
さ
え
未
成
熟
で
あ
っ
た
上
に
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
台
頭
期
に
崩
れ
立
ち
︑軍
国
的
全
体
主
義
の
重
圧
に
よ
っ
て
︑

ほ
と
ん
ど
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
の
後
に
︑
闘
い

取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
だ
け
︑
そ
の
仕
事
が

随
分
困
難
に
満
ち
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
︑
想
像
す
る
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に
難
く
な
い
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
︑
現

代
第
一
期
は
人
間
自
我
の
動
揺
分
裂
か
ら
そ
れ
の
喪
失
へ
の
時

代
︑
第
二
期
は
そ
う
し
て
自
我
を
見
失
っ
た
人
間
が
上
か
ら
の
力

に
操
り
動
か
さ
れ
て
い
た
時
代
︑
そ
う
し
て
第
三
期
は
そ
の
喪
わ

れ
た
人
間
自
我
の
恢
復
と
そ
れ
の
新
し
く
自
主
的
な
組
織
化
の
時

代
と
も
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
上
記
の
通

り
二
重
の
意
味
を
持
つ
闘
い
に
な
る
の
で
︑
そ
れ
だ
け
困
難
も
多

い
わ
け
な
の
だ
が
︑
そ
れ
が
そ
う
い
う
時
代
的
特
質
を
完
成
す
る

た
め
の
闘
い
な
の
で
あ
る
以
上
︑
如
何
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
何
と

し
て
も
闘
い
き
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
思
う
︒
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そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
に
つ
け
て
︑明
治
以
来
の
近
代
文
学
が
︑

一
応
は
そ
の
近
代
的
性
格
を
樹
立
し
て
来
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑

結
局
に
於
て
は
何
故
時
代
の
圧
力
や
封
建
的
残
滓
に
墜
さ
れ
て
し

ま
っ
て
︑
そ
う
い
う
性
格
に
徹
す
る
だ
け
の
成
熟
を
持
ち
得
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
反
省
な
ど
も
︑
参
考
的
な
も
の
と
し

て
必
要
に
な
る
と
同
時
に
︑
そ
う
い
う
時
代
に
直
接
先
行
し
た
現

代
文
学
の
種
種
相
を
︑
も
少
し
立
入
っ
て
調
べ
る
こ
と
も
︑
極
め

て
必
要
な
仕
事
に
な
る
わ
け
だ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
う
い
う
仕
事
へ

の
手
は
じ
め
と
し
て
︑
次
に
は
ま
ず
近
代
派
文
学
の
輪
廓
を
お
お

よ
そ
に
辿
っ
て
み
た
い
と
思
う
︒
そ
れ
は
上
記
の
通
り
現
代
文
学
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史
上
の
第
一
期
に
於
て
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
大
衆
文
学
と
鼎

立
の
か
た
ち
を
以
て
︑
伝
統
市
民
文
学
伝
統
の
内
部
か
ら
︑
そ
れ

へ
の
批
判
的
傾
向
と
し
て
台
頭
し
た
も
の
︑
厳
密
に
云
え
ば
例
の

新
感
覚
派
か
ら
新
心
理
主
義
そ
の
他
に
到
る
一
連
の
系
列
を
総
括

し
た
も
の
な
の
だ
が
︑
そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
総
称
の
下
に
括
り
上

げ
た
の
は
︑
此
の
系
統
内
部
の
人
々
そ
の
他
が
︑
そ
の
時
々
の
傾

向
な
ど
に
つ
い
て
時
折
用
い
て
い
た
称
呼
を
︑
そ
の
ま
ま
借
用
し

た
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
今
日
に
な
っ
て
み

れ
ば
そ
れ
は
も
う
あ
ま
り
適
当
な
称
呼
と
は
云
わ
れ
ぬ
よ
う
に
思

う
が
︑
他
に
よ
り
適
当
な
称
呼
も
見
出
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
︑
止
む
を
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得
ず
そ
の
比
較
的
称
び
な
れ
た
称
呼
に
従
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
︒
む
し
ろ
す
な
お
に
﹁
新
感
覚
派
以
後
﹂
と
で
も
称
ん
だ
方
が
︑

不
十
分
な
り
に
か
え
っ
て
端
的
で
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
と

に
か
く
そ
れ
は
︑
上
記
の
通
り
︑
行
き
つ
ま
っ
た
伝
統
市
民
文
学

に
対
す
る
内
部
的
批
判
に
立
っ
た
革
新
運
動
と
し
て
台
頭
し
た
も

の
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の
性
格
に
十
分
徹
し

き
れ
ぬ
よ
う
な
か
た
ち
の
多
く
を
示
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
そ

こ
で
解
決
し
残
さ
れ
た
問
題
の
多
く
が
︑
直
接
今
日
の
文
学
と
も

か
か
わ
り
合
う
も
の
の
多
く
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
︒
少
く
と
も
そ
れ
が
︑
そ
の
系
統
と
し
て
担
っ
た
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は
ず
の
課
題
を
︑
正
し
く
担
い
お
お
せ
た
か
否
か
を
見
究
め
る
こ

と
が
出
来
た
ら
︑
そ
こ
に
今
日
の
在
る
べ
き
文
学
に
つ
い
て
の
︑

幾
ら
か
の
示
唆
が
生
れ
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
︒
そ
ん
な
つ
も
り

で
出
来
る
だ
け
の
調
査
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
︒

︵
昭
和
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
朝
﹁
中
等
教
育
﹂︶
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