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一
九
九
四
年
半
ば
に
出
版
さ
れ
た
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
ー
ー
虚
像
と
実
像
ｌ
』
（
太
田
雄
三
着
岩
波
書
店
）
は
、
こ
う

１
 

し
た
最
近
の
傾
向
を
最
も
よ
く
示
し
た
ハ
ー
ン
評
伝
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
副
題
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
〃
虚
像
“
と
“
実
像
〃
に

偉
大
な
作
家
、
思
想
家
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
論
者
の
時
代
や
文
化
的
情
況
を
反
映
し
、
そ
の
下
で
の
個
人
の
自
己
認
識
を
投

もけだし当然である。（１）
影
す
る
。
富
国
強
兵
へ
の
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
一
段
落
し
た
一
八
九
○
年
、
”
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
お
雇
い
外
国
人
教
師
〃
ハ
ー

ン
が
文
明
開
化
後
の
日
本
で
成
就
し
た
文
学
的
・
思
想
的
業
績
に
対
し
て
、
内
外
を
問
わ
ず
、
あ
ま
た
の
近
代
的
知
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
こ
れ
に
対
応
し
た
。
そ
れ
故
か
れ
ら
の
賛
美
や
批
判
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
〃
時
代
の
記
録
“
で
あ
り
、
“
証
言
“
で
あ

る
。
戦
後
五
十
年
を
経
て
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
太
平
洋
戦
争
観
が
敗
戦
直
後
の
そ
れ
（
た
と
え
ば
太
宰
治
の
”
日
本
人
は
戦
い
に
敗
れ

た
の
で
は
な
く
滅
び
た
の
で
あ
る
“
は
あ
ま
り
に
有
名
）
に
比
べ
て
大
き
く
変
容
し
た
の
と
同
様
、
来
日
当
初
の
ハ
ー
ン
ヘ
の
内
外
の

評
価
（
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
西
欧
列
強
の
人
種
的
優
越
感
や
支
配
主
義
と
わ
が
国
に
於
け
る
欧
化
政
策
へ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
対
応
を

直
接
投
影
し
て
い
た
）
と
、
維
新
後
百
数
十
年
を
経
て
世
界
の
経
済
大
国
た
り
得
た
わ
れ
わ
れ
の
ハ
ー
ン
理
解
と
に
隔
た
り
を
生
じ
て

〈
ハ
ー
ン
研
究
へ
の
反
省
〉

《
ハ
ー
ン
研
究
の
課
題
》
Ｈ

原
田

煕

史
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”
ハ
ー
ン
が
日
本
に
帰
化
し
た
の
は
、
財
産
が
自
分
の
死
後
確
実
に
日
本
の
家
族
の
も
の
に
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
と
い
っ
た
実

際
的
配
慮
に
基
づ
い
た
こ
と
で
、
日
本
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
の
で
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ハ
ー
ン

の
著
作
か
ら
す
で
に
親
日
家
と
い
う
強
い
印
象
を
受
け
て
い
た
多
く
の
同
時
代
人
は
、
ハ
ー
ン
の
帰
化
に
日
本
に
対
す
る
熱
烈
な
愛

の
反
映
を
見
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
熱
烈
な
親
日
家
ハ
ー
ン
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
根
強
い
。
例
え
ば
東
京
大
学
の
英
文
科
研
究
室
所
蔵
の
、
ハ
ー

ン
に
つ
い
て
の
内
外
の
新
聞
雑
誌
記
事
を
あ
つ
め
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
を
め
く
っ
て
い
く
と
、
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
三

月
に
報
知
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
幡
谷
正
雄
「
出
雲
時
代
の
小
泉
八
雲
一
中
の
「
私
は
た
だ
彼
程
、
日
本
的
で
あ
っ
て
、
日
本
を
愛

し
、
日
本
を
理
解
し
た
者
は
、
ハ
ァ
ン
の
前
に
な
く
ハ
ァ
ン
の
後
に
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
類
い
の
言
葉
が
目
に
つ
く
。

も
う
少
し
最
近
の
例
と
し
て
は
、
’
九
九
○
年
八
月
三
十
日
か
ら
九
月
三
日
に
か
け
て
松
江
で
、
松
江
市
お
よ
び
八
雲
会
主
催
に
よ

る
小
泉
八
雲
来
日
百
年
記
念
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
開
か
れ
た
と
き
、
そ
の
案
内
書
（
英
文
）
の
主
催
側
の
歓
迎
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中

（
４
）
 

に
も
、
来
日
以
来
死
ぬ
ま
で
続
く
ハ
ー
ン
の
一
日
本
お
よ
び
日
本
國
民
と
の
恋
」
へ
の
一
一
一
一
口
及
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
“

こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
日
本
人
側
の
ハ
ー
ン
ヘ
の
一
方
的
な
思
い
込
み
、
或
る
い
は
肩
入
れ
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
太
田
氏
は
と
り

わ
け
戦
前
に
於
け
る
日
本
の
国
際
的
地
位
の
低
さ
と
、
そ
れ
に
伴
う
劣
等
感
に
よ
る
も
の
と
察
し
て
結
論
す
る
。

な
ら
な
い
。

は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
最
近
に
至
る
ま
で
こ
の
特
異
な
非
西
欧
的
作
家
・
研
究
者
を
殊
の
外
“
な
じ
み
深
く
“
、
日
本
へ
の
唯
一
の

〃
理
解
者
“
と
し
て
賛
美
し
続
け
た
の
は
実
は
ハ
ー
ン
自
身
の
実
像
で
は
な
く
、
日
本
人
の
”
願
望
“
に
よ
っ
て
肥
大
し
、
ふ
く
ら
ま

さ
れ
た
か
れ
の
〃
幻
影
“
（
虚
像
）
に
外
な
ら
ぬ
と
の
強
固
な
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
真
実
に
し

て
〃
等
身
大
“
の
ハ
ー
ン
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
氏
の
反
論
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
そ
の
真
否
を
尋
ね
ね
ば

て
次
の
如
く
言
及
す
る
。

そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
が
求
め
続
け
た
ハ
ー
ン
の
”
虚
像
“
即
ち
”
ハ
ー
ン
神
話
“
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
氏
は
ハ
ー

（
２
）
 

（
３
）
 

ン
の
日
本
墾
咽
に
関
す
る
神
話
以
上
に
〃
根
深
く
、
か
つ
重
大
な
の
は
、
「
極
め
つ
き
の
親
日
家
ハ
ー
ン
」
と
い
う
神
話
“
で
あ
る
と
し
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３ 
”
戦
前
の
日
本
人
は
一
九
九
○
年
代
の
日
本
人
と
の
比
較
に
お
い
て
、
欧
米
人
に
対
等
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
気
持
が
切

実
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
事
実
に
お
い
て
日
本
の
国
際
的
地
位
が
今
日
ほ
ど
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
日
本
人
の

中
に
も
密
か
に
欧
米
に
対
す
る
劣
等
感
を
感
じ
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
ハ
ー
ン

が
彼
の
著
作
を
通
じ
て
、
単
に
日
本
の
欧
米
に
対
す
る
対
等
性
で
は
な
く
、
多
く
の
面
で
の
文
化
的
優
越
性
を
主
張
し
て
く
れ
た
よ

う
に
見
え
る
こ
と
は
、
多
く
の
日
本
人
を
感
激
さ
せ
る
に
十
分
だ
っ
た
。
ハ
ー
ン
が
「
我
等
が
最
大
の
恩
人
」
（
前
出
の
「
小
泉
八

（
５
）
 

雲
全
集
刊
行
の
辞
」
中
の
一
一
一
己
葉
）
な
ど
と
一
一
一
一
口
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
“

太
田
氏
の
評
さ
れ
る
如
く
、
確
か
に
近
代
化
日
本
に
あ
っ
て
個
人
が
西
欧
的
理
性
や
批
評
精
神
を
学
ん
だ
に
せ
よ
、
そ
れ
に
は
自
ず

と
限
界
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
強
固
な
対
象
化
能
力
を
欠
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
日
本
近
代
化
の
モ
デ
ル
と
な
し
た
欧
米

の
思
想
家
や
文
学
者
た
ち
へ
は
、
己
の
劣
等
感
と
相
ま
っ
て
、
対
象
の
判
断
を
あ
い
ま
い
に
し
、
そ
れ
故
か
れ
ら
を
神
格
化
（
神
話

化
）
し
た
。
し
か
し
”
近
代
化
の
父
達
“
へ
の
真
の
評
価
は
か
れ
ら
へ
の
禁
欲
的
批
判
に
よ
っ
て
畏
敬
の
念
（
震
『
の
ｇ
の
。
←
．
〕
Ⅱ
一
○
ｍ
の
①

（
６
）
 

由
己
の
『
⑰
。
。
■
切
可
の
。
『
⑪
ゴ
の
一
切
）
へ
と
転
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
太
田
氏
の
説
く
〃
忌
揮
の
な
い
批
評
“
こ
そ
”
忘
恩
“

（
”
恩
師
へ
の
手
向
い
し
で
は
な
く
、
真
の
〃
感
恩
報
謝
“
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

時
は
今
、
古
き
ハ
ー
ン
像
（
虚
像
）
を
捨
て
て
、
新
し
き
実
像
を
求
め
る
趨
勢
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
ハ
ー

ン
を
介
し
て
、
こ
の
優
れ
た
日
本
研
究
者
を
通
じ
て
日
本
が
欧
米
諸
国
（
否
全
世
界
）
と
の
”
新
し
き
”
絆
を
見
出
す
模
索
の
場
と
も

な
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
の
実
像
追
求
に
”
今
日
的
懲
巍
“
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
故
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

ハ
ー
ン
の
実
像
へ
の
手
掛
か
り
は
正
に
こ
う
し
た
視
点
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
新
奇
や
粗
探
し
に
よ
る
誹
誇
で
あ
っ
て
は
断
じ

て
な
ら
な
い
。

新
し
い
ハ
ー
ン
像
の
追
求
は
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
が
”
ハ
ー
ン
神
話
“
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た

〈
新
し
い
ハ
ー
ン
像
を
求
め
て
〉
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４ 

わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
ハ
ー
ン
像
を
求
め
て
生
身
の
姿
を
”
あ
る
が
ま
ま
に
直
視
し
“
、
〃
歪
み
“
や
〃
独
断
“
を
排
除
し
て
、
そ
れ
の

正
し
い
位
置
付
け
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
太
田
氏
は
特
に
次
の
二
点
を
も
っ
て
ハ
ー
ン
（
像
）
批
判
の
核
心
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
対
象
把
握
に
際
し
て
の
ハ
ー
ン

ハ
ー
ン
神
話
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
ハ
ー
ン
が
〃
自
ら
”
描
い
た
日
本
が
果
し
て
実
像
で
あ
っ
た
か
と
の
疑
問
と
、

い
ま
一
つ
は
こ
の
（
日
本
）
神
話
創
造
者
へ
の
”
わ
れ
わ
れ
“
自
身
の
思
い
入
れ
と
し
て
の
ハ
ー
ン
神
話
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
両
者
は
相
互
補
完
的
関
係
を
有
す
る
。
太
田
氏
の
説
く
新
し
い
ハ
ー
ン
像
の
た
め
の
手
続
き
（
方
法
論
）
に
は
誤
り
は
な
い
。
む
し

ろ
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
手
法
に
戦
前
に
代
わ
る
〃
現
代
〃
の
ド
グ
マ
や
偏
見
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
で
あ
り
、
時
代
の
箸

り
や
不
遜
へ
の
配
慮
を
決
し
て
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
太
田
氏
の
学
的
方
法
論
に
従
い
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
落
し
穴
に
惑
う
こ
と
な

く
、
氏
の
提
言
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
太
田
氏
は
言
う
。

〃
年
月
の
経
過
と
と
も
に
日
本
の
恩
人
と
感
じ
る
意
識
が
自
然
に
大
多
数
の
日
本
人
か
ら
消
え
去
っ
た
今
、
私
た
ち
は
神
話
か
ら

解
放
さ
れ
た
新
た
な
ハ
ー
ン
発
見
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
ハ
ー
ン
の
描
い
た
日
本
は
多
分
に
虚
像
の
日
本

で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
、
そ
の
創
造
者
に
つ
い
て
の
、
だ
れ
よ
り
も
よ
く
日
本
を
理
解

し
、
こ
よ
な
く
愛
し
た
ハ
ー
ン
と
い
っ
た
神
話
的
ハ
ー
ン
像
で
あ
る
。
世
界
と
日
本
と
の
関
係
が
あ
る
意
味
で
ゆ
が
ん
で
い
た
一
時

期
に
、
日
本
人
と
日
本
文
化
の
ユ
ニ
ー
ク
な
優
秀
性
に
つ
い
て
の
神
話
を
必
要
と
し
た
人
々
は
、
ま
た
ハ
ー
ン
の
神
話
を
も
必
要
と

し
た
と
い
う
関
係
が
あ
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

神
話
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
ハ
ー
ン
の
実
像
を
直
視
出
来
る
こ
と
と
、
日
本
人
が
世
界
に
お
け
る
自
分
た
ち
を
あ
り
の
ま
ま
に
直
視

出
来
る
こ
と
は
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ハ
ー
ン
の
実
像
に
迫
る
試
み
に
は
、
今
日
的
意
味
が
あ
る
よ
う
に
私

（
８
）
 

に
は
思
壹
え
る
の
で
あ
る
。
〃

〈
ハ
ー
ン
像
の
問
題
点
〉
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５ 

ハ
ー
ン
の
著
作
や
書
簡
を
緩
く
と
き
、
確
か
に
か
れ
が
”
人
種
主
義
的
“
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
わ
せ
る
個
所
に
し
ば
し
ば
出
会

●
 

う
。
こ
う
し
た
事
情
は
例
え
ば
〃
第
一
一
の
ハ
ー
ン
“
と
呼
ば
れ
、
戦
中
・
戦
後
の
日
本
理
解
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
の
人

（
９
）
 

自
口
身
の
“
実
証
的
論
拠
“
の
欠
落
（
事
実
の
裏
付
け
、
根
拠
へ
の
反
省
の
不
足
）
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
そ
れ
以
上
に
ハ
ー
ン
の
学

究
的
資
格
に
関
わ
る
”
人
種
主
義
的
偏
見
”
の
問
題
で
あ
る
。
太
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
欠
陥
が
か
れ
の
著
作
の
随
所
に
見
ら

れ
、
わ
け
て
も
か
れ
の
偽
ら
ざ
る
内
面
生
活
を
吐
露
し
た
〃
書
簡
集
”
に
は
ハ
ー
ン
の
〃
解
決
不
能
な
“
意
識
の
対
立
・
矛
盾
が
、
い

（
、
）

う
な
れ
ば
ハ
ー
ン
に
於
け
る
”
知
と
情
の
乖
離
“
が
露
呈
さ
れ
る
破
口
ロ
に
な
る
。

極
め
て
手
厳
し
い
氏
の
ハ
ー
ン
批
評
の
真
否
を
左
右
す
る
の
は
、
偏
に
こ
れ
ら
の
批
判
が
氏
自
ら
力
説
さ
れ
る
作
者
へ
の
”
あ
る
が

ま
ま
の
直
視
“
（
ハ
ー
ン
自
身
は
こ
う
し
た
態
度
を
対
象
へ
の
”
共
感
〃
と
呼
ん
で
い
る
）
に
基
づ
く
ハ
ー
ン
の
思
想
的
、
感
情
的
諸

認
識
の
包
括
的
把
握
と
個
々
の
断
片
的
思
惟
の
意
識
の
全
体
系
に
於
け
る
適
切
な
位
置
付
け
の
有
無
に
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
お
よ
そ

ハ
ー
ン
ほ
ど
自
ら
の
意
識
の
体
系
に
”
二
律
背
反
的
要
素
”
を
多
く
持
ち
込
ん
だ
作
家
は
ま
れ
で
あ
り
（
他
に
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
美
挙
者
ア
ド
ル
ノ
が
唯
一
人
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
）
、
そ
う
し
た
意
識
の
分
裂
と
矛
盾
が
文
学
者
の
単
な
る

”
気
ま
ぐ
れ
“
や
病
理
で
は
な
く
、
か
れ
自
身
の
認
識
の
基
盤
（
或
る
い
は
構
造
契
機
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な

い
。
加
え
て
わ
れ
わ
れ
が
作
家
や
思
想
家
を
相
手
に
か
れ
ら
の
精
神
的
内
面
世
界
に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
と
き
、
か
れ
ら
が
自
ら
の
書

簡
や
日
記
に
文
字
通
り
の
心
の
秘
密
を
明
か
し
て
い
る
”
保
証
”
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
多
く
、
逆
説
的
で
シ
ニ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
。
科

学
的
論
述
に
比
べ
て
文
字
通
り
の
解
釈
や
論
理
的
一
貫
性
を
認
め
に
く
い
の
も
人
文
作
家
の
通
例
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ー
ン
が
果

し
て
真
正
の
人
種
主
義
者
で
、
実
証
的
客
観
性
を
欠
く
ロ
マ
ン
主
義
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
否
か
を
識
別
す
る
相
麺
を
”
科
学
的
・
論

、
、
、

理
的
外
的
要
因
“
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
意
識
の
発
展
と
重
層
性
に
基
づ
く
”
内
的
真
実
”
（
詩
的
真
実
）
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

〈
ハ
ー
ン
は
果
し
て
人
種
主
義
者
だ
っ
た
か
〉
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６ 
類
学
者
、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（
一
八
八
七
’
一
九
四
八
）
の
場
合
に
極
め
て
近
い
。
政
治
思
想
史
の
研
究
者
、
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ

（
Ⅲ
）
 

ミ
ス
（
一
九
三
六
１
１
）
は
そ
の
箸
『
「
菊
と
刀
」
再
考
』
の
中
で
、
太
田
氏
の
ハ
１
ン
へ
の
態
度
と
同
様
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
虚
像
と

実
像
の
解
明
に
心
血
を
注
い
で
い
る
。
彼
は
彼
女
へ
の
皮
相
な
理
解
を
排
し
て
、
そ
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
究
明
の

テ
ー
マ
の
一
つ
に
彼
女
の
”
人
種
主
義
的
側
面
”
の
解
明
が
あ
る
。
実
際
彼
女
は
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
し
て
、
二
九
四
五
年

ま
で
の
日
本
（
国
民
）
を
説
明
す
る
の
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
全
体
主
義
、
帝
国
主
義
、
社
会
階
層
、
政
治
的
弾
圧
等
の
概
念
の
採
用
は
不

要
で
あ
る
“
と
断
言
す
る
。
言
う
な
ら
ば
、
彼
女
に
と
っ
て
か
っ
て
の
日
本
の
戦
時
下
体
制
も
、
二
十
世
紀
の
時
代
的
抑
圧
や
矛
盾
に

よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
政
治
体
制
の
結
果
で
は
な
く
、
日
本
人
の
”
国
民
性
“
そ
の
も
の
の
素
朴
な
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
彼
女
に

と
っ
て
”
日
本
人
は
本
来
的
フ
ァ
シ
ス
ト
”
と
見
な
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ラ
ミ
ス
氏
に
と
っ
て
も
彼
女
の
こ
の
発
言
ほ
ど
”
人
種
主
義
的
“
な
も
の
は
な
く
、
実
際
彼
女
に
は
、
或
る
意
味
で
の
”
歴
史
的
“

感
覚
が
欠
け
て
居
り
、
〃
歴
史
的
変
化
“
を
無
視
し
て
、
江
戸
や
明
治
は
お
ろ
か
、
大
正
、
昭
和
を
も
対
等
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
方
法
論
に
は
”
共
時
的
〃
、
神
話
学
的
手
法
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
彼
女
は
日
本
人
を
本
来
的
に
〃
従
属
的
“
な
民
族
で
あ
る

（
皿
）

と
断
定
し
、
か
れ
ら
の
戦
中
体
制
へ
の
参
加
は
、
“
強
制
“
で
は
な
く
”
む
し
ろ
進
ん
で
甘
受
さ
れ
た
“
（
ご
・
｝
己
。
ｓ
１
一
望
の
曰
耳
Ｐ
Ｃ
の
」
）

も
の
で
す
ら
あ
る
と
判
断
す
る
。

〃
し
か
し
“
、
こ
れ
ら
の
一
事
を
も
っ
て
彼
女
を
”
人
種
主
義
者
“
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
ラ
ミ
ス
氏
は
言
う
。
な
ぜ
な

ら
”
い
か
な
る
過
ち
を
犯
し
た
に
せ
よ
、
人
種
（
日
８
）
を
文
化
や
国
民
性
の
原
因
と
見
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
彼
女
は
人
種
主

（
旧
）

義
者
で
は
な
か
っ
た
“
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ミ
ス
氏
は
更
に
続
け
て
、
彼
女
が
人
種
主
義
者
で
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
と
し
て
、
戦
後
の

日
本
が
ア
メ
リ
カ
文
化
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
完
全
に
政
治
的
変
身
を
遂
げ
得
る
と
信
じ
て
い
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
と
言
う
の
も
、
も
し
彼
女
が
真
の
人
種
主
義
者
で
あ
っ
た
な
ら
、
戦
後
日
本
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
選
択

し
、
そ
れ
ま
で
根
付
い
て
い
た
習
性
（
夢
の
Ｃ
ａ
の
『
ｏ
売
目
冒
弓
の
）
を
ね
じ
伏
せ
、
残
酷
で
醜
い
（
・
『
■
の
Ｅ
の
｛
。
『
日
ご
）
旧
体
制
に
挑

む
こ
と
な
ど
決
し
て
期
待
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
彼
女
は
新
生
日
本
に
少
な
か
ら
ぬ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。
彼
女
は
人

為
に
よ
っ
て
極
度
に
歪
め
ら
れ
た
盆
栽
の
松
も
今
一
度
大
地
に
戻
さ
れ
る
や
、
再
び
元
の
人
工
美
の
世
界
に
は
復
帰
で
き
ぬ
嗽
え
に
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者
〃
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
つ
い

え
非
難
さ
れ
た
と
弁
明
す
る
。

よ
っ
て
、
文
化
的
土
壌
の
変
革
の
種
の
持
続
性
へ
の
優
越
を
高
ら
か
に
表
明
し
て
い
る
。

一
見
〃
人
種
主
義
的
“
と
見
紛
う
あ
ま
た
の
発
言
も
、
彼
女
の
”
生
涯
に
わ
た
る
“
業
績
・
実
践
に
照
ら
し
て
考
察
さ
れ
る
と
き
、

修
正
さ
れ
、
正
し
き
位
置
を
得
る
。
ラ
ミ
ス
は
彼
女
の
生
涯
に
わ
た
る
活
動
が
、
”
偏
見
〃
に
満
ち
た
黒
人
差
別
へ
の
果
敢
な
闘
争
に

終
始
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
信
条
と
実
践
（
著
作
、
講
演
、
映
画
製
作
等
）
の
故
に
、
体
制
側
か
ら
は
む
し
ろ
”
反
・
人
種
主
義

者
”
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
つ
い
で
彼
女
が
政
府
協
力
研
究
者
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
議
会
か
ら
は
、
”
破
壊
的
“
（
、
：
こ
の
風
忽
の
）
と
さ

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヘ
の
人
種
主
義
者
〃
疑
惑
“
は
、
そ
の
ま
ま
ハ
ー
ン
に
も
該
当
す
る
。
ハ
ー
ン
に
於
け
る
”
過
度
の
〃
日
本
賛
美
と

そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
幻
滅
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
於
け
る
〃
極
度
の
“
日
本
批
判
と
通
底
す
る
。
確
か
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
対
応
す

る
過
度
な
”
日
本
熱
“
は
か
れ
の
著
作
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
太
田
氏
は
ハ
ー
ン
の
こ
う
し
た
日
本
賛
美
や
幻
滅
を
か
れ
本
来

の
〃
人
種
主
義
的
偏
見
“
に
由
来
す
る
も
の
と
断
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ハ
ー
ン
の
や
み
く
も
の
日
本
賛
美
（
と
幻
滅
）
こ
そ
、
か
れ
が

日
本
人
を
人
種
と
し
て
余
り
に
”
特
異
“
で
”
祖
先
伝
来
“
の
も
の
と
見
な
す
人
種
主
義
的
偏
見
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
氏
は

ハ
ー
ン
の
日
本
愛
と
そ
の
反
動
の
幻
滅
を
一
組
の
も
の
と
し
て
対
処
し
、
ハ
ー
ン
が
自
ら
の
人
種
主
義
的
信
条
を
最
も
よ
く
吐
露
し
た

言
葉
と
し
て
、
か
れ
が
好
ん
で
用
い
た
”
人
種
“
と
”
同
じ
色
の
魂
“
の
語
句
を
列
挙
す
る
。
氏
は
そ
の
間
の
消
息
を
最
も
よ
く
伝
え

る
も
の
と
し
て
、
友
人
西
田
及
び
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
書
簡
中
の
次
の
告
白
を
引
用
す
る
。

〃
私
は
再
び
私
と
同
じ
人
種
の
人
々
の
間
に
立
ち
ま
じ
る
必
要
を
感
じ
ま
し
た
。
彼
ら
は
ど
ん
な
欠
点
だ
ら
け
に
せ
よ
、
共
感
と

親
切
を
示
し
て
く
れ
ま
す
し
、
彼
ら
は
私
と
同
じ
色
の
魂
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
人
を
理
解
で
き
る
外
国
人
は
な
ん
と
馬
鹿

（
Ｍ
）
 

で
し
ょ
う
。
“
（
一
八
九
四
年
十
月
二
十
一
一
一
日
付
西
田
宛
書
簡
）

”
私
に
は
、
日
本
で
生
ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
子
供
が
日
本
の
絵
を
見
て
受
け
る
感
じ
が
、
日
本
人
の
子
供
が
同
じ
絵
を
見
て
受

（
旧
）

け
る
感
じ
と
同
じ
で
あ
る
と
は
、
一
瞬
た
り
と
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
“
（
一
八
九
五
年
五
月
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
書
簡
）

確
か
に
こ
れ
ら
の
ハ
ー
ン
の
告
白
に
は
、
“
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
“
の
大
き
さ
と
”
異
文
化
理
解
”
の
困
難
さ
を
訴
え
る
切
々

た
る
心
情
が
汲
み
取
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
慣
れ
親
し
ん
で
来
た
一
人
の
西
欧
的
知
性
が
未
知
な
る
ア
ジ
ア
社
会
に
通
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氏
が
説
か
れ
る
如
く
、
近
代
の
〃
学
問
“
が
科
学
的
実
証
性
や
対
象
の
客
観
的
把
握
を
つ
と
に
尊
重
し
、
感
情
や
想
像
力
と
い
っ
た

〃
詩
的
能
力
“
を
人
間
の
下
位
能
力
と
し
て
卑
し
め
て
来
た
こ
と
は
認
め
る
に
せ
よ
、
ハ
ー
ン
が
こ
う
し
た
近
代
的
知
性
を
咀
噸
し
た

上
で
、
な
お
か
つ
西
欧
近
代
に
白
人
自
身
と
し
て
疑
問
を
抱
き
、
そ
の
”
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
”
に
悩
み
、
片
や
過
度
の
情
熱
や
狂
気
に

も
（
か
れ
の
カ
ル
ト
的
傾
向
は
こ
う
し
た
資
質
の
結
果
で
あ
る
）
と
ら
わ
れ
易
い
不
安
に
脅
え
て
い
た
こ
と
を
配
慮
す
る
な
ら
、
科
学

的
・
客
観
的
対
象
分
析
が
ハ
ー
ン
に
も
た
ら
す
二
重
の
意
味
を
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

ハ
ー
ン
の
”
気
ま
ぐ
れ
“
や
“
分
裂
症
的
“
思
惟
形
式
で
は
な
く
、
”
熱
愛
“
と
〃
幻
滅
〃
の
交
互
作
用
（
か
れ
独
自
の
並
列
思
考
）

を
介
し
て
止
揚
さ
れ
る
〃
弁
証
法
的
“
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
故
か
れ
の
多
義
的
で
”
断
片
的
“
な
感
情
（
思
想
）
を

”
複
眼
的
“
な
も
の
と
し
て
文
字
通
り
”
あ
る
が
ま
ま
に
“
（
正
に
現
象
と
し
て
）
把
握
し
、
そ
れ
ら
を
適
切
に
”
位
置
付
け
る
“
統
合

的
処
理
（
異
な
る
も
の
の
統
一
）
が
必
要
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
”
ド
グ
マ
抜
き
“
の
観
察
が
要
求
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
〃
散
逸
〃
す
る
思
惟
の
断
片
に
そ
れ
自
身
固
有
な
原
理
を
付
与
し
、
事
象
を
多
元
的
・
複
眼
的
に
理
解
す
る

遇
し
て
、
そ
の
習
慣
や
生
活
様
式
の
違
い
に
驚
き
つ
つ
も
、
未
だ
同
化
し
き
れ
ぬ
心
の
不
安
と
動
揺
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ま
し

て
明
治
期
に
日
本
を
訪
ね
た
外
国
人
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
完
全
な
”
異
邦
人
“
で
あ
り
、
〃
毛
の
生
え
た
野
蕃
人
“
（
毛
唐
）
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
意
志
の
疎
通
に
事
欠
い
た
と
し
て
も
け
だ
し
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
故
か
れ
は
人
種
的
相
違
に
基
づ
く
決
定
論
的
伝
達
不

可
能
性
を
こ
こ
で
述
べ
た
て
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
”
文
化
“
や
〃
風
土
“
（
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
）
の
相
違
に
基
づ
く

伝
達
回
路
の
不
一
致
に
苛
立
ち
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
二
文
を
も
っ
て
、
ハ
ー
ン
が
人
種
主
義
的
傾
向
や
”
人
種
決

（
脳
）

定
聿
細
“
の
立
場
に
固
執
し
、
そ
う
し
た
態
度
が
〃
決
し
て
一
時
の
思
い
つ
き
な
ど
で
は
な
く
、
彼
の
信
条
の
中
核
の
一
部
を
な
し
て

（
Ⅳ
）
 

い
た
“
と
糾
弾
さ
れ
る
が
、
ハ
ー
ン
の
感
情
・
思
考
の
多
義
性
と
そ
れ
に
伴
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
排
除
し
た
一
面
的
で
ス
タ
ー
ナ
ィ
ッ
ク

な
理
解
に
よ
っ
て
は
、
後
述
す
る
ハ
ー
ン
の
二
元
論
的
対
極
思
考
（
か
れ
独
自
の
進
化
論
思
考
）
を
見
落
す
こ
と
に
な
る
。

〈
複
眼
思
考
が
捉
え
た
近
代
日
本
〉
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こ
と
は
狭
義
の
”
近
代
科
学
“
に
と
っ
て
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
近
代
の
合
理
的
精
神
は
常
に
”
立
法
的
“
で
あ
り
、
現
象

の
抽
象
的
法
則
化
を
強
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
き
に
ハ
ー
ン
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
科
学
思
潮
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
洗
礼
を
受

け
つ
つ
も
、
科
学
的
唯
物
論
に
よ
っ
て
次
第
に
侵
食
さ
れ
始
め
た
”
近
代
”
そ
の
も
の
に
〃
疑
惑
“
を
抱
き
は
じ
め
て
い
た
。
氏
が
指

（
旧
）

摘
さ
れ
る
如
く
、
確
か
に
ハ
ー
ン
は
〃
も
っ
と
早
く
“
来
日
す
べ
き
だ
っ
た
（
彼
は
〃
遅
れ
て
き
た
御
雇
い
外
人
“
だ
っ
た
）
の
で

あ
る
。ハ
ー
ン
来
日
当
時
の
日
本
に
つ
い
て
、
氏
は
次
の
如
く
言
う
。

バ
ー
ン
が
お
雇
い
外
国
人
教
師
中
の
大
物
に
比
べ
て
十
数
年
遅
れ
て
来
日
し
た
こ
と
は
、
彼
の
日
本
体
験
や
日
本
観
を
決
定
す

る
一
大
要
因
と
な
っ
た
。
ク
ラ
ー
ク
や
モ
ー
ス
な
ど
が
見
た
日
本
は
、
全
体
と
す
れ
ば
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
意
欲
に

あ
ふ
れ
て
い
た
日
本
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ハ
ー
ン
の
見
た
日
本
は
、
西
洋
文
明
摂
取
に
お
い
て
一
通
り
の
成
果
を
挙
げ
終
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
以
前
ほ
ど
西
洋
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
な
い
日
本
、
む
し
ろ
、
そ
の
結
果
ゆ
ら
い
で
き
た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
再
確
立
の
道
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
な
日
本
で
あ
っ
た
。
一
八
七
○
年
は
じ
め
ご
ろ
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
西
洋
文
明
摂
取

の
熱
意
に
あ
ふ
れ
た
文
明
開
化
の
時
代
や
、
鹿
鳴
館
が
象
徴
す
る
よ
う
な
一
八
八
○
年
代
の
欧
化
主
義
の
時
代
と
違
っ
て
、
ハ
ー
ン

の
滞
在
し
た
時
期
の
日
本
で
は
、
欧
化
時
代
へ
の
反
動
と
い
う
べ
き
色
彩
が
強
ま
っ
て
き
て
、
日
本
人
の
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

（
旧
）

の
現
わ
れ
も
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
“

氏
が
い
み
じ
く
も
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
僅
か
〃
十
年
“
の
推
移
が
日
本
を
す
っ
か
り
変
ぼ
う
さ
せ
、
人
々
を
”
伝
統
的
“
な
も
の
と

”
近
代
的
“
な
も
の
と
の
は
ざ
ま
で
、
自
ら
の
”
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
“
を
自
問
さ
せ
る
未
曾
有
の
状
況
に
駆
り
立
て
て
い
た
。
相

反
す
る
二
つ
の
価
値
観
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
懸
命
に
国
家
の
進
路
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
当
の
日
本
人
の
姿
に
、
ハ
ー
ン
は
自
ら
の

”
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
追
求
“
の
課
題
（
後
述
す
る
如
く
、
ハ
ー
ン
自
身
混
血
児
と
し
て
の
民
族
的
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
い
つ
つ
、
白

人
社
会
で
の
“
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
“
の
存
在
理
由
と
か
れ
ら
の
”
汎
人
間
的
“
役
割
を
確
信
し
て
、
未
来
に
解
決
を
求
め
て
い
た
）
と
を

重
ね
合
わ
せ
て
共
感
し
、
幻
滅
し
、
そ
し
て
奮
起
を
促
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
こ
に
は
日
本
の
進
路
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

自
身
の
行
く
末
と
同
一
視
さ
せ
、
近
代
の
超
克
と
い
う
共
通
の
試
練
に
耐
え
抜
く
行
動
的
ハ
ー
ン
の
”
実
像
“
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
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太
田
氏
が
言
わ
れ
る
如
く
、
”
近
代
化
“
の
危
機
的
状
況
下
に
来
日
し
た
ハ
ー
ン
に
は
、
共
感
と
批
判
に
揺
れ
動
く
”
複
眼
的
“
対

象
認
識
し
か
許
さ
れ
ず
、
ハ
ー
ン
自
ら
も
両
極
化
の
波
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ハ
ー
ン
が
日
本
社
会
を
独
自
な
も

の
と
見
な
し
、
と
り
わ
け
そ
の
文
化
を
”
奇
異
“
で
“
類
例
の
な
い
“
も
の
と
強
調
し
た
背
景
に
は
、
既
に
西
欧
化
の
波
に
浸
蝕
さ
れ

て
僅
か
”
十
年
“
の
歳
月
に
よ
っ
て
す
ら
姿
を
消
し
去
ろ
う
と
す
る
真
の
伝
統
的
日
本
へ
の
共
感
と
、
近
代
的
知
性
で
は
な
く
〃
人
間

の
魂
〃
の
あ
く
な
き
探
求
者
で
あ
っ
た
ハ
ー
ン
の
満
た
さ
れ
ぬ
心
の
渇
き
が
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
於
て
そ
う
で
あ
っ
た
如
く
、
か

れ
は
文
化
の
座
標
の
選
択
が
種
の
優
越
性
を
は
る
か
に
越
え
て
民
族
を
揺
さ
ぶ
り
、
魂
の
改
変
す
ら
可
能
と
す
る
こ
と
を
予
見
し
て
い

た
。
確
か
に
か
れ
は
並
外
れ
た
他
者
へ
の
共
感
と
親
和
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
が
、
そ
の
故
を
も
っ
て
か
れ
に
”
人
種
主
義
者
“
の
烙

印
を
押
す
こ
と
は
公
正
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
真
実
で
歪
曲
さ
れ
ぬ
現
象
へ
の
参
加
に
は
、
他
者
へ
の
共
感
を
前
提
と
し
て
、
自
他
相
互

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
弁
証
法
的
関
係
が
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
〃
同
じ
色
の
魂
〃
を
認
め
る
と
は
、
異
っ
た
色
の
魂
を

も
同
時
に
容
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
態
度
は
人
種
的
決
定
論
の
そ
れ
で
は
な
く
、
認
識
論
上
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

存
在
の
選
別
（
優
劣
）
で
は
な
く
、
そ
れ
へ
の
平
等
な
接
近
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

氏
が
引
用
さ
れ
た
ハ
ー
ン
の
二
つ
の
書
簡
も
こ
う
し
た
文
脈
で
再
解
釈
す
れ
ば
、
も
し
や
人
種
決
定
論
者
で
は
と
の
疑
惑
は
消
え
失

せ
、
む
し
ろ
彼
が
異
民
族
・
異
文
化
へ
の
心
か
ら
の
理
解
者
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
今
日
の
人
類
学
や
比
較
文
化
論
の
先
駆
者
で
あ
っ
た

せ
、
む
し
ろ
彼
が
異
□

こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

れ
故
か
れ
の
歎
き
、
絶
望
、
そ
し
て
自
潮
の
叫
び
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
人
自
身
の
自
責
の
念
と
な
っ
て
つ
き
戻
さ
れ
る
。
か
れ
は
西
洋

を
悩
む
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
人
の
活
路
を
開
き
、
日
本
を
苦
悩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
欧
の
未
来
を
占
っ
た
の
で
あ
る
。
苦
悩
の
〃
連

帯
〃
に
よ
っ
て
東
西
は
は
じ
め
て
共
感
の
絆
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
白
人
に
し
て
白
人
な
ら
ざ
る
自
ら
の
運
命
へ
の
凝
視
は
、
日
本

人
に
し
て
自
ら
の
知
を
西
洋
に
委
ね
た
赤
毛
の
日
本
人
（
鹿
鳴
館
時
代
）
へ
の
強
者
の
侮
蔑
か
ら
弱
者
の
同
胞
へ
の
共
感
と
苛
立
ち
へ

と
移
り
変
っ
た
の
で
あ
る
。
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既
に
引
用
さ
れ
た
書
簡
中
の
絵
を
書
く
日
英
の
子
供
の
表
現
様
式
の
相
違
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
か
れ
が
安
易
な
”
普
遍
主
義
者
〃

（
人
類
の
共
通
普
遍
性
へ
の
楽
天
的
信
奉
者
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
比
較
論
的
対
比
思
考
（
学
的
禁
欲
）
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
”
日
本
人
を
理
解
で
き
る
外
国
人
は
何
と
馬
鹿
で
し
ょ
う
“
と
の
厳
し
い
反
省
は
、
真
の
異
文
化
理
解
を
阻
む
皮
相
な

”
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
“
や
白
人
の
思
い
上
が
り
（
優
越
的
傍
観
）
へ
の
批
判
で
あ
り
、
比
較
研
究
を
志
す
学
徒
へ
の
切
な
る
戒
め
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
か
れ
が
真
の
人
種
決
定
論
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
く
も
異
文
化
理
解
の
障
害
と
挫
折
に
心
を
砕
く
必
要
は

更
に
な
く
、
む
し
ろ
優
越
的
冷
静
さ
に
満
足
し
得
た
筈
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
ー
ン
は
白
人
の
優
越
感
に
浸
る
人
種
主
義
的
差
別
者
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
同
様
、
心
底
よ
り
”
人

種
的
偏
見
“
や
”
自
文
化
中
心
主
義
“
（
の
ｇ
ｐ
Ｃ
８
ｐ
曰
⑩
日
）
を
嫌
う
あ
ま
り
、
〃
文
化
的
相
対
主
義
“
を
採
択
し
、
そ
の
た
め
却
っ

て
日
本
文
化
を
“
珍
奇
“
で
”
他
と
異
な
り
“
（
⑩
可
自
、
Ｐ
Ｃ
Ｅ
風
ｏ
臣
、
）
近
代
化
（
技
術
開
発
）
に
〃
遅
れ
お
と
る
も
の
“
（
ｇ
○
六
‐

乏
閂
ｅ
と
強
調
し
て
輝
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
ハ
ー
ン
が
心
を
魅
か
れ
虜
と
な
っ
た
の
は
西
欧
の
模
倣
に
現
っ
を
ぬ
か
す
近
代
の
日

本
で
は
な
く
、
真
正
の
伝
統
的
日
本
で
あ
っ
た
。
来
日
直
後
、
か
れ
は
敬
愛
す
る
ピ
ス
ラ
ン
ト
女
史
へ
の
書
簡
で
次
の
如
く
述
べ
て

”
私
が
日
本
で
愛
す
る
の
は
日
本
人
ｌ
こ
の
国
の
貧
し
く
純
真
な
人
々
で
す
．
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
人
た
ち
で
す
・
彼
ら
の
素

朴
で
自
然
な
魅
力
に
比
べ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
世
に
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
ま
で
書
か
れ
た
本
で
彼
ら
の
魅
力
を
書
き

表
し
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
私
は
彼
ら
の
神
々
、
慣
習
、
衣
装
、
鳥
の
さ
え
ず
る
よ
う
な
歌
、
家
、
迷
信
、
そ
し

（
別
）

て
欠
点
ま
で
を
愛
し
ま
す
。
“

異
文
化
の
虜
に
な
っ
た
と
は
言
え
、
そ
の
”
欠
点
“
に
ま
で
魅
せ
ら
れ
た
白
人
が
か
つ
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
欧
米
人

は
〃
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
“
や
”
植
民
地
的
野
心
“
か
ら
”
素
朴
“
で
”
自
然
”
な
原
住
民
を
愛
し
、
利
己
的
支
配
欲
の
犠
牲
に
し
た
。

い
る
。

〈
文
化
的
相
対
主
義
者
ハ
ー
ン
〉
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彼
ら
は
原
住
民
を
”
道
徳
性
〃
の
故
か
ら
で
は
な
く
、
〃
略
奪
と
搾
取
“
の
口
実
（
素
朴
で
自
然
な
原
始
人
を
教
化
す
る
）
と
し
て
、

か
れ
ら
の
“
従
順
さ
“
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
ー
ン
が
こ
こ
で
贄
え
る
素
朴
な
日
本
人
（
と
り
わ
け
”
庶
民
た
ち
“
）
は
、

単
な
る
”
自
文
化
中
心
主
義
“
か
ら
発
せ
ら
れ
た
対
象
の
功
利
的
価
値
評
価
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
異
文
化
の
人
々
と
そ
の
生
活

が
、
対
等
で
人
格
的
な
視
野
の
下
、
は
じ
め
て
”
道
徳
的
賛
美
“
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
か
れ
が
愛
し
た
日
本
人
の
〃
純
真
”
、
“
素

朴
“
、
〃
自
然
さ
“
は
人
類
学
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
生
態
学
的
発
言
と
は
全
く
性
質
を
異
に
し
、
ハ
ー
ン
の
人
格
的
・
道
徳

的
”
共
感
“
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
実
践
的
〃
畏
敬
“
の
念
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
り
、
生
活
の
”
貧
し
さ
“
に
は
否
定
的
価
値
で
は

な
く
、
む
し
ろ
文
化
的
創
造
の
源
泉
と
し
て
の
積
極
的
価
値
す
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
こ
う
し
た
伝
統
的
日
本
文
化
へ
の
か
れ

の
”
人
類
的
“
共
感
は
、
か
れ
が
利
己
的
”
個
人
主
義
“
の
故
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
脱
し
、
自
ら
の
〃
健
脚
〃
に
よ
る
”
移
動
認
識
“
を

介
し
て
求
め
続
け
た
〃
失
わ
れ
た
”
人
間
的
”
至
福
“
と
の
再
度
避
遁
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
庶
民
は
そ
の
”
貧
し
さ
”
と
物

質
的
後
進
性
の
故
に
、
欲
望
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
奴
隷
と
化
し
た
富
め
る
西
欧
の
市
民
達
よ
り
も
、
却
っ
て
心
豊
か
で
、
や
さ
し
さ
に
満

た
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
も
又
、
こ
う
し
た
白
人
文
化
の
物
質
的
荒
廃
を
歎
い
て
次
の
如
く
言
う
。

“
白
人
文
化
の
浸
透
が
人
々
の
心
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
法
外
な
物
質
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
球
規
模
で
の
文
化
的
拡
散

は
以
前
に
も
増
し
て
異
文
明
を
軽
視
す
る
結
果
を
招
い
た
。
そ
れ
は
白
人
文
化
に
堅
固
な
普
遍
性
を
与
え
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
歴

史
的
解
明
を
怠
ら
せ
、
そ
れ
を
必
然
か
つ
不
可
避
な
も
の
と
読
み
取
ら
せ
て
来
た
。
わ
れ
わ
れ
が
文
明
や
経
済
競
争
に
依
存
す
る
の

は
、
そ
れ
が
人
間
性
を
支
え
る
主
要
動
機
た
る
証
し
で
あ
る
と
理
解
し
、
或
る
い
は
子
供
の
行
動
が
白
人
文
明
の
中
で
形
成
さ
れ
児

童
相
談
所
で
記
録
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
児
童
心
理
学
即
ち
動
物
的
人
間
の
行
動
様
式
と
読
み
取
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の

倫
理
や
家
族
制
度
に
つ
い
て
の
問
題
で
も
同
じ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
民
族
的
行
動
様
式
を
行
動
一
般
に
、
わ
れ
わ
れ
の
個
々
の
社

（
皿
）

〈
室
的
習
慣
を
人
間
性
一
般
に
合
致
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
、
か
つ
擁
護
す
る
の
は
、
こ
の
普
遍
的
動
機
の
不
可
避
性
に
よ
る
。
“

四
十
年
有
余
の
隔
た
り
を
有
し
な
が
ら
、
ハ
ー
ン
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
近
代
西
欧
社
会
へ
の
根
本
的
懐
疑
と
そ
の
批
判
的
視
座
の
一

致
に
は
全
く
驚
か
さ
れ
る
。
近
代
西
欧
社
会
の
普
遍
主
義
、
原
則
一
般
へ
の
こ
だ
わ
り
が
独
自
で
固
有
な
人
間
文
化
の
諸
領
域
を
侵
食

し
、
そ
れ
を
抽
象
化
・
概
念
化
す
る
こ
と
へ
の
共
通
の
危
機
感
が
両
者
を
毒
さ
れ
た
法
則
主
義
か
ら
解
放
し
て
愛
と
共
感
の
世
界
へ
赴

Hosei University Repository



1３ 
か
せ
、
異
文
化
理
解
の
健
全
な
方
法
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

〆へ／＝、'－，／￣、ノー、／■、／￣、／白、〆■、

２１２０１９１８１７１６１５１４１３ 
、－グ、＝〆凶-〆、-〆、-〆、‐〆、‐〆、-〆、‐〆

〆へ〆￣、〆￣、’－，〆＝、／凸、／へ/￣、ノー､'￣、〆~、〆角、

１２１１１０９８７６５４３２１ 
、－グ邑三、.〆、－〆、‐〆、－ジミーグ、－グ、-〆、-〆、-〆、‐〆

同
謝
、
一
八
二
頁
。

Ｃ
Ｄ
ｏ
Ｅ
ｍ
』
回
⑪
百
］
日
日
】
、
．
シ
翼
の
葛
仔
○
。
【
呉
夢
。
○
ず
こ
ぃ
、
ご
夢
。
日
日
ゴ
ｍ
ｐ
ｇ
←
ず
の
、
蚕
『
。
『
Ｂ
弓
。
【
］
○
》
の
豈
○
ゴ
凹
弄
こ
い
彦
Ｐ
】
垣
巴
・

幻
日
彦
鹿
の
ロ
の
ｓ
ｏ
一
．
弓
の
◎
ず
こ
の
自
夢
の
曰
目
】
目
旦
言
の
の
二
『
（
）
ａ
ｌ
や
口
巨
の
「
。
⑪
○
円
」
：
四
コ
の
⑪
Ｃ
Ｏ
Ｅ
旨
『
Ｐ
唾
○
ｍ
８
．
．
浬
。
Ｅ
、
三
○
口

ご
】
電
』
旨
・
］
⑪
急
も
．
巴
可
・

匠
巨
曰
曰
】
⑩
。
』
Ｚ
①
三
Ｆ
○
○
床
⑫
ニ
ラ
の
○
す
『
臣
笛
。
岳
の
ロ
Ｅ
曰
四
コ
」
島
の
、
三
○
吋
」
》
で
．
『
・

太
田
雄
三
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
』
、
三
三
頁
。

〈
注
〉太
田
雄
三
『
ラ
フ
ヵ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
ー
虚
像
と
実
像
ｌ
』
、
岩
繊
脅
店
二
九
九
四
年
、
七
九
頁
・

同
書
、
四
頁
。

同
書
、
八
二
頁
。

同
書
、
七
九
頁
。

同
醤
、
九
七
頁
～
九
八
頁
。

河
口
岳
国
の
。
●
＆
○
一
・
勺
餌
鳶
の
日
切
○
｛
Ｃ
■
］
目
『
Ｐ
⑭
（
）
望
。
Ｐ
崖
。
Ｐ
、
三
○
巨
富
一
三
ヨ
》
巳
匿
も
己
．
③
ｌ
『
。

同
書
、
三
五
頁
。

同
書
、
三
四
頁
。

同
書
、
三
五
頁
。

同
書
、
一
九
一
頁
。

同
書
、
一
九
三
頁
。

同
懇
、
一
九
三
頁
。

同
書
、
’
九
四
頁
。

同
書
、
五
頁
。

同
書
、
七
頁
～
八
頁
。

同
書
、
一
九
一
頁
～
一
九
二
頁
。
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