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は
じ
め
に

義
理
は
東
ア
ジ
ア
が
共
有
す
る
価
値
観
念
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
自
体
は
前
近
代
の
遠
い
昔
に
中
国
か
ら
発
信
さ
れ
た
学
問
的
思
想
か
ら

の
も
の
だ
が
、
現
在
東
ア
ジ
ア
社
会
に
生
き
る
人
々
の
意
識
の
中
の
そ
れ
は
、
知
的
論
理
と
し
て
習
得
し
て
い
る
よ
り
は
、
日
々
の
生
活

を
含
む
生
涯
の
生
き
方
に
密
接
し
た
、
慣
習
的
な
倫
理
感
覚
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言
葉
で
教
え
て
頭
で
理
解
す
る
注
意
事
項

と
い
う
よ
り
、
生
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
い
い
か
を
、
社
会
的
文
化
的
体
験
を
通
じ
て
内
在
化
す

る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
線
路
に
落
ち
た
人
を
見
て
助
け
る
べ
き
と
考
え
る
か
否
か
は
、
実
際
に
そ
う
行
動
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
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る
人
も
そ
う
で
な
い
人
も
い
る
が
、
助
け
る
行
動
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
判
断
す
る
よ
う
な
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。

困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
世
界
中
の
人
々
が
共
有
す
る
価
値
観
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
東

ア
ジ
ア
で
は
義
と
い
う
文
字
で
あ
ら
わ
し
て
き
た
学
問
的
な
流
れ
が
あ
る
。
今
日
で
は
義
を
め
ぐ
る
学
問
的
思
想
が
活
発
に
教
育
さ
れ
な

く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
の
行
動
を
制
す
る
価
値
観
念
と
し
て
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。
義
理
と
い
う
言
葉
は
義
の
思
想
に

根
幹
を
お
い
て
お
り
、
日
本
で
は
「
ぎ
り
」、
韓
国
で
は
「
う
ぃ
り
」
と
発
音
す
る
。
が
、
発
音
は
違
っ
て
も
中
身
は
共
通
の
地
盤
に
立

っ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
の
思
想
が
発
信
さ
れ
た
の
は
昔
の
中
国
に
間
違
い
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
を
中
国
人
が
「
発
明
」
し
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
思
想
が
先
に
あ
っ
て
人
間
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
生
き
方
か
ら
思
想
が
生
ま
れ
る
の
が
自
然
だ
と
す
れ
ば
、
義
の
思
想

と
い
う
の
も
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
人
間
社
会
へ
の
観
察
か
ら
言
説
化
し
た
と
見
な
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
ほ
ど
あ
げ
た
「
助
け

る
」
に
関
わ
る
行
動
意
識
の
よ
う
に
、
広
く
海
を
渡
っ
て
ま
で
他
の
社
会
に
も
広
が
っ
た
の
は
、
人
間
的
に
普
遍
的
な
共
感
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⼀
方
で
日
本
で
は
、
そ
の
よ
う
な
義
理
の
こ
と
を
日
本
に
し
か
存
在
し
な
い
固
有
で
独
特
な
文
化
だ
と
錯
覚
す
る
現
象
が
見
ら
れ
る
。

隣
国
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
す
ら
常
識
と
し
て
広
が
っ
て
い
な
い
。「
義
理
は
日
本
人
な
ら
で
は
の
も
の
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
感
覚
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
日
本
を
差
別
す
る
意
識
に
も
つ
な
が
る
。
そ
う
い
う
意
識
は
と
り
わ
け
近
代
以
降
に
複
雑
な
社
会
現
象

を
経
る
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
本
稿
が
注
目
す
る
問
題
の
素
材
は
、
そ
の
よ
う
な
差
別
意
識
に
対
す
る
疑
問
と
と
も
に
あ
る
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
考
え
か
ら
義
理
と
日
本
人
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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日
本
人
は
か
な
り
強
い
内
部
指
向
性
を
持
ち
な
が
ら
、
共
同
体
の
円
滑
な
機
能
の
た
め
に
、
他
人
指
向
的
に
振
る
舞
う
努
力
を
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
中
略
）

日
本
人
は
一
般
に
お
と
な
し
く
、
礼
儀
正
し
く
、
順
応
性
に
富
み
、
従
順
、
と
他
国
の
人
々
か
ら
思
わ
れ
、
自
ら
も
そ
う
思
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
内
側
に
は
、
相
当
に
強
固
な
自
我
と
自
立
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
共
同

体
の
調
和
の
た
め
に
、内
部
指
向
性
と
他
人
指
向
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
に
懸
命
に
努
力
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
努
力
は
、
日
本
人
が
多
用
す
る
、
〝
我
慢
〟
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
長
野
、
２
０
０
０：

ｐ．

72
）

こ
れ
は
「
義
理
は
日
本
固
有
の
も
の
か
」
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
義
理

の
「
通
文
化
性
」
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
研
究
で
あ
る
。
共
同
作
業
、
助
け
合
い
、
ご
近
所
づ
き
あ
い
の
様
相
を
比
較
し
、
共

同
体
の
円
満
な
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る
人
々
の
活
動
に
は
、
国
別
の
大
差
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
が
出
て
い
る
。
そ
し
て
義
理
と
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
不
本
意
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
共
同
体
の
成
員
が
本
来
強
い
「
自
我
」
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
必
要
な

の
だ
と
主
張
す
る
。
確
か
に
こ
の
考
え
に
は
説
得
力
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
義
理
と
い
う
の
は
日
本
に
ば
か
り
存
在
す
る

固
有
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
当
然
通
文
化
性
を
孕
む
。

た
だ
し
、
長
野
の
研
究
が
日
本
と
比
較
す
る
対
象
と
し
て
、
す
べ
て
西
洋
の
国
々
だ
け
を
対
象
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
何
故
義
理
の
こ

と
を
扱
い
な
が
ら
東
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
比
較
は
し
な
か
っ
た
か
、
正
確
な
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
タ
イ
ト
ル
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
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に
義
理
を
日
本
だ
け
の
事
柄
に
決
め
付
け
る
視
点
に
疑
問
を
抱
い
た
の
は
妥
当
だ
が
、
前
提
は
「
日
本
人
も
西
洋
人
と
同
じ
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
「
西
洋
社
会
に
も
義
理
が
あ
る
」
こ
と
を
証
明
し
た
い
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
東
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
て
し

ま
え
ば
、
疑
問
の
余
地
な
く
義
理
は
日
本
固
有
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け

る
社
会
構
造
別
の
特
徴
が
あ
る
に
し
て
も
、
義
理
と
い
う
感
覚
そ
の
も
の
に
は
本
来
よ
り
通
文
化
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
は
ず
な
の
で

あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、「
我
慢
」
と
い
う
要
素
を
日
本
人
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
決
め
つ
け
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま

で
が
日
本
人
の
我
慢
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
時
の
日
本
人
は
誰
で
あ
っ
て
、
何
を
何
故
我
慢
す
る
人
た
ち
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
果
た

し
て
そ
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
故
か
。
こ
れ
に
対
す
る
説
明
が
具
体
的
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
る
で

日
本
人
と
い
う
存
在
に
与
え
ら
れ
た
宿
命
の
よ
う
に
日
本
人
と
我
慢
を
関
連
付
け
て
考
え
る
こ
と
に
も
違
和
感
を
覚
え
る
。
世
界
に
は

様
々
な
基
準
で
我
慢
強
い
民
族
も
我
慢
強
く
な
い
民
族
も
い
く
ら
で
も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
人
を
「
お
と
な
し
く
、
礼
儀
正
し
く
、
順
応
性
に
富
み
、
従
順
」
な
人
た
ち
だ
と
考
え
る
「
他
国
」
の
人
た
ち
と
い
う
の

は
、
⼀
体
誰
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
認
め
る
「
⼀
般
」
と
は
何
か
。
ど
こ
の
誰
と
比
べ
て
お
と
な
し
く
、
礼
儀
正
し

く
、
順
応
性
に
富
み
、
従
順
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
る
で
自
我
や
自
立
心
と
い
う
の
が
日
本
人
の
裏
側
に
隠
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
西
洋
中
心
史
観
ま
で
は
言
わ
な
く
て
も
、
西
洋
か
ら
見
ら
れ
る
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
あ
る
。

本
来
人
間
と
い
う
の
は
民
族
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
⼀
面
だ
け
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
、
自

我
や
自
立
心
が
強
い
人
が
礼
儀
正
し
く
て
従
順
な
こ
と
は
、
い
く
ら
で
も
存
在
し
得
る
。
そ
れ
に
、
東
ア
ジ
ア
が
共
有
す
る
義
理
の
価
値

観
念
は
、
確
か
に
共
同
性
を
大
切
に
す
る
意
識
と
し
て
仲
間
意
識
を
支
え
る
も
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
単
な
る
盲
目
的
な
集
団
主
義
で
は

国際日本学論叢
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な
い
。
む
し
ろ
義
賊
や
義
兵
な
ど
の
よ
う
に
、
確
実
な
意
思
と
方
向
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
集
団
の
た
め
に
個
の
む
や
み
な
犠
牲

を
容
認
す
る
規
範
の
よ
う
に
見
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。

何
故
日
本
で
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
て
き
た
か
。
そ
の
原
因
は
様
々
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
民
族
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
代
表
す
る
も
の

と
さ
れ
た
背
景
に
は
、
や
は
り
近
代
化
と
国
家
主
義
か
ら
設
定
さ
れ
た
「
国
民
性
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
民
族
の
誇
る
べ
き
精
神
な
る
も

の
と
し
て
武
士
道
が
置
か
れ
、「
侍
の
国
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
自
己
同
⼀
性
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
来
は
⼀
宿

⼀
飯
の
義
理
と
い
う
よ
う
に
、
恩
義
を
受
け
た
側
の
感
謝
の
気
持
ち
か
ら
生
じ
る
倫
理
意
識
の
こ
と
で
、
前
近
代
社
会
に
お
け
る
あ
ら
ゆ

る
関
係
を
支
え
る
心
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
代
以
降
に
何
故
か
日
本
民
族
し
か
有
し
な
い
崇
高
な
倫
理
観
念
と
し
て
認
識
さ
れ
て
行
っ

た
。今

日
の
社
会
で
そ
の
よ
う
な
認
識
が
常
識
と
な
っ
て
き
た
原
因
も
⼀
つ
で
は
な
い
と
思
う
が
、
よ
く
知
ら
れ
、
た
く
さ
ん
読
ま
れ
続
け

る
先
行
の
義
理
論
が
広
め
た
論
理
も
、
大
き
く
そ
う
い
う
誤
解
を
助
け
た
。
と
り
わ
け
戦
後
の
そ
れ
ら
は
、
経
済
大
国
へ
成
長
し
た
日
本

の
力
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
探
る
た
め
、
そ
の
「
成
功
」
の
要
因
を
国
民
性
な
る
も
の
か
ら
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
⼀
時
そ
れ
は
世
界

的
傾
向
に
も
な
り
、
そ
こ
か
ら
た
く
さ
ん
の
日
本
人
論
や
日
本
文
化
論
が
う
ま
れ
、
様
々
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
つ
く
っ
た
。
義
理
論
も

そ
れ
を
根
幹
に
わ
か
れ
た
枝
の
⼀
つ
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
議
論
の
発
端
と
な
っ
て
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の
は
、
や
は
り
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（
１
８
８
７
〜
１
９
４
８
）
の

『
菊
と
刀
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
刊
行
さ
れ
た
戦
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
今
日
ま
で
読
ま
れ
続
け
る
ス
テ
デ
ィ
ー
セ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
彼
女

が
説
い
た
「
風
変
わ
り
」
な
日
本
を
現
す
要
素
と
し
て
義
理
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
以
来
、
何
と
な
く
義
理
は
日
本
に
し
か
存
在
し
な
い
希

少
な
も
の
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
き
た
。
が
、
そ
の
視
線
を
覆
う
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
考
え
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
自
由
を
絶
対
正
し

義理論と東アジア
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い
も
の
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
軸
に
お
い
て
相
対
化
さ
れ
る
日
本
文
化
論
で
あ
る
そ
の
視
点
か
ら
、
義
理
は
債
務
者
の
負
い

目
の
よ
う
な
感
覚
と
し
て
、
現
代
の
「
自
由
な
社
会
」
で
は
も
う
振
り
返
っ
て
も
意
味
を
も
た
な
い
、
夢
の
道
徳
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
は
今
で
も
日
本
の
文
化
を
知
り
た
い
と
願
う
人
々
に
た
く
さ
ん
読
ま
れ
、
日
本
の
経
済
成
長
を
支
え
た
独
特
の

精
神
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
論
が
出
て
か
ら
、
様
々
な
論
者
た
ち
が
義
理
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
て
き
た
。
そ
の
時
、
今
日
で
も
東
ア
ジ
ア
の
近

現
代
史
が
西
洋
中
心
史
観
か
ら
解
放
で
き
て
い
な
い
だ
け
に
、
多
く
の
場
合
に
日
本
と
比
較
さ
れ
る
対
象
は
西
洋
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の

国
々
を
比
較
対
象
に
し
て
文
学
作
品
の
中
の
義
理
を
比
較
し
た
論
が
ご
く
た
ま
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
人
の
論
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
例
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
韓
国
で
も
日
本
と
の
比
較
で
も
っ
て
行
わ
れ
た
義
理
論
は
皆
無
で
、
逆
に
韓
国
で
は
『
菊
と
刀
』
の
影

響
か
ら
日
本
人
の
義
理
は
特
殊
な
も
の
、
極
端
的
な
集
団
優
先
主
義
と
し
て
認
識
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
日
本
で
は
日
本
人
の
論

者
が
日
本
人
の
義
理
を
色
々
と
論
じ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
視
点
は
多
く
政
治
経
済
外
交
の
影
響
か
ら
逃
れ
て
い
ず
、
本
当
は
同
じ
人
間
同
士
が
生
き
る
東
ア
ジ
ア
の
共
生
意
識
と
し
て

こ
そ
注
目
す
べ
き
な
の
に
、
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
て
い
な
い
。
西
洋
文
化
に
お
け
る
道
徳
律
に
対
抗
す
る
た
め
の
倫
理
観
念
と
し
て
見
よ

う
と
し
て
い
て
、
具
体
的
な
事
例
よ
り
は
論
者
の
経
験
に
従
っ
た
方
法
が
多
か
っ
た
。
義
理
と
い
う
の
が
、
⼀
般
の
人
々
が
生
活
す
る
社

会
に
お
い
て
本
当
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
も
の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
実
際
の
庶
民
に
と
っ
て
の
そ
れ
が
表
現
さ
れ
た
文
化
的
産

物
を
対
象
に
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

何
故
な
ら
、
義
理
は
東
ア
ジ
ア
の
人
々
の
生
活
の
中
に
内
在
化
し
、
そ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
場
合
よ
り
は
、
む
し
ろ
用
い
ら
れ
な
い

場
合
に
こ
そ
あ
ら
わ
れ
る
感
覚
的
な
倫
理
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
主
に
現
れ
る
時
は
、
後
か
ら
追
認
さ
れ
る
何
ら
か
の
行
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動
を
通
じ
て
の
時
な
の
で
あ
る
。
祝
儀
や
香
典
返
し
の
よ
う
な
儀
礼
と
関
わ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
困
っ
て
い
る
人
を
見
捨
て
な
い
と
い
う

よ
う
な
本
能
的
な
行
動
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
同
士
の
生
の
営
み
方
と
連
動
し
て
形
成
さ
れ
、
無
意
識
で
機
能

し
続
け
る
義
理
の
感
覚
は
、
言
葉
で
理
解
さ
せ
る
教
育
で
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
共
同
体
の
中
に
お
け
る
慣
習
的
行
動
を
感
じ
な
が

ら
見
習
い
、
い
つ
の
間
に
か
人
間
と
し
て
生
き
る
際
の
然
る
べ
き
行
動
を
認
識
し
、
そ
う
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
が
と
も
に
生
き
る
社

会
を
潤
滑
に
ま
わ
る
よ
う
に
す
る
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
日
本
社
会
で
も
韓
国
社
会
で
も
同
じ
く
発
見
さ
れ
る
働
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
義
理
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
内

在
化
し
た
慣
習
的
倫
理
意
識
と
し
て
改
め
て
捉
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
そ
の
第
⼀
歩
と
し
て
、
ま
ず
は
日
本
に
お
け
る

先
行
の
論
者
た
ち
が
説
い
て
き
た
義
理
論
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
す
べ
て
の
先
行
研
究
を

列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
視
点
を
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
特
徴
を
見
る
こ
と
な
ら
で
き
る
。
そ
れ
ら

の
主
張
を
ひ
と
つ
ず
つ
吟
味
し
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
内
容
と
こ
れ
か
ら
注
目
す
べ
き
内
容
を
考
察
し
、
今
後
東
ア
ジ
ア
の
人
々

が
活
用
で
き
る
情
報
と
し
て
提
案
し
た
い
。

⼀
、
義
理
は
「
不
愉
快
」
な
も
の
か

日
本
社
会
で
義
理
は
、
あ
る
時
代
ま
で
日
本
人
の
倫
理
感
覚
を
論
ず
る
際
に
欠
か
せ
な
い
主
題
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
そ
の
傾
向

は
、『
菊
と
刀
』
の
ブ
ー
ム
を
契
機
と
し
て
現
れ
た
。
そ
の
中
に
記
さ
れ
た
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
義
理
論
に
関
し
て
は
、
既
に
数

多
あ
る
「
日
本
人
論
」
に
よ
っ
て
論
駁
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
彼
女
が
義
理
と
い

義理論と東アジア
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う
も
の
の
歴
史
に
つ
い
て
、
日
本
の
現
実
社
会
を
直
接
に
長
期
間
の
体
験
を
せ
ず
、
定
義
す
る
こ
と
の
難
し
い
情
緒
的
慣
習
で
あ
る
義
理

の
こ
と
を
、
限
ら
れ
た
情
報
を
土
台
に
た
だ
「
契
約
上
の
借
金
返
済
」
に
置
き
換
え
て
「
め
ず
ら
し
い
」
と
あ
ら
わ
し
た
の
は
偏
っ
た
視

点
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い�

�
�（

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
、
１
９
４
８
／
２
０
０
５：

ｐ．
１
６
５
）。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
義
理
に
は
「
親
切
に
対

す
る
返
礼
」
か
ら
「
復
讐
の
義
務
」
ま
で
「
種
々
雑
多
な
義
務
」
が
含
ま
れ
て
い
て
、
西
欧
人
に
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
自
身
に
も
定
義

し
づ
ら
い
言
葉
だ
そ
う
で
あ
る
。
と
く
に
「
不
本
意
」
と
い
う
言
葉
を
あ
げ
て
、
義
理
を
返
す
こ
と
の
「
不
愉
快
さ
」
を
強
調
す
る
。
ま

る
で
借
り
を
負
っ
た
時
の
罪
悪
感
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
説
は
、
今
聞
い
て
も
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
人
々
が
義
理
を
果
た
す
た
め

の
何
ら
か
の
行
為
を
す
る
時
、
確
か
に
あ
る
種
の
我
慢
が
必
要
で
は
あ
る
。
が
、
そ
れ
を
単
な
る
自
己
へ
の
抑
圧
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
さ

れ
て
は
困
る
。
そ
う
い
う
解
釈
は
人
間
の
心
情
な
る
も
の
を
た
だ
快
楽
を
感
じ
る
か
感
じ
な
い
か
で
分
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
単
純

す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

義
理
は
外
圧
に
よ
っ
て
無
理
や
り
動
か
さ
れ
る
時
に
は
確
か
に
心
地
よ
い
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
さ
え
も
、
い

か
に
し
て
外
圧
を
定
義
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
人
に
よ
っ
て
は
外
圧
が
あ
る
か
ら
こ
そ
解
放
を
大
切
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
感
覚
も
あ
る
。

た
と
え
ば
寺
田
寅
彦
の
話
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
、
外
圧
に
対
す
る
受
け
止
め
方
次
第
で
人
間
の
心
情
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。
彼
は
言
う

�
�
�。「

⼀
日
汗
水
た
ら
し
て
働
い
た
後
に
の
み
浴
後
の
涼
味
の
真
諦
が
味
わ
わ
れ
、
義
理
人
情
で
苦
し
ん
だ
人
に
の
み

自
由
の
涼
風
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
さ
て
果
た
し
て
義
理
と
い
う
の
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
語
る
よ
う
な
、
不
本
意
で
つ
ら
い
も
の
で

あ
る
か
。
そ
れ
は
義
理
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
よ
り
自
由
を
ど
う
捉
え
る
か
に
も
か
か
っ
て
い
る
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
理
解
に
は
、
異
空
間
と
し
て
の
「
日
本
」
は
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
。
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
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と
は
つ
ま
り
、
そ
の
土
地
を
生
活
の
基
盤
に
し
て
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
心
情
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
巨
大
な
空
間
が
築
い
て
き
た
土
着

的
な
視
点
が
抜
け
て
い
る
点
、
東
ア
ジ
ア
の
人
々
が
共
通
し
て
納
得
で
き
る
説
明
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
に
『
菊
と
刀
』
の
限
界
が
あ
る

と
思
う
。

義
理
が
社
会
の
役
に
立
つ
も
の
と
で
あ
る
と
考
え
る
社
会
的
環
境
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
不
愉
快
な

負
い
目
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
の
、
自
分
で
は
な
い
他
者
と
の
関
係
性
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
自
発
的
な
行
動
を

と
る
か
ら
こ
そ
喜
び
を
感
じ
る
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
今
日
東
ア
ジ
ア
の
人
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
称
す
る
行

動
を
起
こ
す
心
情
に
は
、
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
博
愛
の
思
想
だ
け
で
は
語
り
き
れ
な
い
伝
統
が
溶
け
込
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
本
稿

で
は
そ
の
伝
統
に
義
理
が
含
ま
れ
て
い
て
、
今
日
の
東
ア
ジ
ア
社
会
で
も
人
々
を
動
か
す
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
す
る
と

や
は
り
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
説
か
ら
は
み
出
た
感
覚
を
発
見
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
義
理
研
究
の
代
表
者
、
源
了
圓

社
会
の
変
化
と
義
理
の
変
容
を
学
問
的
理
論
に
展
開
し
た
二
十
世
紀
の
代
表
的
な
義
理
研
究
者
で
あ
る
源
了
圓
（
１
９
２
０
〜
）
は
、

自
身
の
主
著
の
中
で
義
理
の
研
究
方
法
に
お
け
る
困
難
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

我
々
が
徳
川
時
代
の
義
理
に
つ
い
て
の
文
献
と
し
て
利
用
で
き
る
の
は
文
学
作
品
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
学
作
品
に
あ
ら
わ
れ

た
義
理
は
、
一
方
で
は
習
俗
と
し
て
社
会
に
生
き
て
い
る
義
理
の
反
映
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
方
で
は
そ
こ
に
示
さ
れ
た
義
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理
は
そ
の
作
家
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
虚
構
の
義
理
で
あ
っ
て
、
私
が
義
理
観
念
の
変
化
と
い
っ
た
も
の
は
、
ひ
と
え
に
作
家
の

個
性
の
差
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。（
源
、
１
９
６
９：

ｐ．

54
）

源
は
義
理
を
、
封
建
社
会
か
ら
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
統
⼀
さ
れ
た
観
念
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
指
摘
し
、
そ

れ
を
「
生
き
も
の
」
の
よ
う
に
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
変
容
す
る
敏
感
な
も
の
と
し
て
体
系
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
過
程
で
用
い

る
べ
き
文
献
や
史
料
の
大
部
分
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
っ
た
弱
点
を
、
予
め
注
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
源
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

西
鶴
の
当
時
、
そ
れ
ま
で
の
義
理
的
社
会
事
実
が
義
理
と
い
う
観
念
と
結
合
し
て
、
儒
教
的
義
理
と
は
異
な
る
、
わ
れ
わ
れ
が
今

日
も
経
験
し
て
い
る
義
理
が
成
立
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
は
そ
れ
以
前
の
時
代
と
の
連
続
性
が
存
す
る
。
し
か
し
、
彼

や
近
松
が
意
識
的
に
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
観
念
の
す
べ
て
を
、
現
実
と
な
ん
の
関
係
も
な
い
恣
意
的
な
虚
構
と
断
定
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
虚
構
化
さ
れ
た
も
の
、
理
想
化
さ
れ
た
も
の
は
現
実
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
と
な
ん
の
関
係

も
な
い
の
で
は
な
く
て
、
現
実
を
超
越
す
る
そ
の
超
越
の
し
か
た
に
お
い
て
現
実
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ

は
彼
ら
の
作
品
に
お
い
て
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
同
右
）

簡
単
に
い
え
ば
、
如
何
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
そ
れ
は
現
実
の
反
映
と
い
う
域
か
ら
大
き
く
ず
れ
た
恣
意
的
な
も
の

で
は
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
源
の
研
究
方
法
の
前
提
が
必
ず
し
も
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
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る
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
義
理
の
姿
を
見
る
た
め
に
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
方
法
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
的
前
提
の
上
、
源
は
西
鶴
、
近
松
、
近
松
以
後
の
浄
瑠
璃
、
人
情
本
、
読
本
、
そ
し
て
泉
鏡
花
（
１
８
７
３
〜
１
９

３
９
）
と
尾
崎
士
郎
（
１
８
９
８
〜
１
９
６
４
）
へ
と
、
作
品
の
引
用
を
次
々
と
羅
列
し
な
が
ら
義
理
と
は
何
か
に
つ
い
て
辿
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
業
績
は
華
や
か
で
、
社
会
制
度
の
変
化
と
と
も
に
変
容
し
て
い
っ
た
個
々
の
作
家
│
と
り
わ
け
西
鶴
や
近
松
│
の
内
的
変
化
を

も
詳
細
に
理
論
化
す
る
成
果
を
あ
げ
た
。

彼
は
義
理
の
原
初
的
形
態
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
第
⼀
は
相
手
の
好
意
に
対
す
る
返
し
と
し
て
の
義
理
で
あ
る
。
農
村
に
は
か
な
り

古
い
時
代
か
ら
習
俗
と
し
て
義
理
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
後
の
近
世
封
建
社
会
の
成
立
と
と
も
に
観
念
化
し
て
い
っ
た
と

見
る
。
第
二
は
信
頼
に
た
い
す
る
呼
応
と
し
て
の
義
理
で
あ
る
。
好
意
に
対
す
る
返
し
を
種
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
好
意
の

交
換
か
ら
信
頼
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
契
約
に
対
す
る
忠
実
と
し
て
の
義
理

も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
上
記
の
二
つ
の
義
理
が
共
同
体
の
ル
ー
ル
と
し
て
効
力
を
持
つ
際
に
、
つ
ま

り
、
そ
の
中
で
の
好
意
と
信
頼
を
配
慮
し
な
か
っ
た
場
合
の
辱
め
や
、
そ
の
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
く
な
く
て
守
る
よ
う
に
な
る
義
理

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
唱
え
る
「
不
本
意
」
が
確
か
に
発
見
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
大
変
明
快
に
義
理
が
発
生
し
た
仕
組
み
を
説
い
て
い
る
。
た
だ
、
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
「
共
同
体
」
と

は
、
必
ず
し
も
個
人
を
圧
迫
す
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
適
度
の
拘
束
で
個
人
に
帰
属
意
識
を
与
え
る
存
在
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
時
に
個
人
が
共
同
体
に
つ
い
て
抱
く
感
情
は
、
と
て
も
複
雑
で
合
理
的
に
説
明
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
嫌

い
で
も
好
き
で
、
好
き
で
も
嫌
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
も
の
を
、
単
に
「
あ
た
た
か
い
」
と

「
つ
め
た
い
」
に
二
分
す
る
こ
と
に
は
、
大
変
注
意
が
要
さ
れ
る
。
負
い
目
に
も
近
い
感
情
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
借
り
の
返
済
と
同
じ
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も
の
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
源
は
、
好
意
と
信
頼
に
対
す
る
返
し
と
し
て
の
義
理
が
成
立
し
た
当
初
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
名
誉
を
守
ろ
う
と
す
る
価
値
観
念
が

同
時
に
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
近
世
社
会
に
入
っ
て
か
ら
、
政
治
価
値
優
先
の
観
念
と
と
も
に
生
じ
た
の
だ
と
言

う
。
そ
の
あ
と
町
人
社
会
が
台
頭
し
、
経
済
価
値
の
向
上
と
商
業
組
織
の
発
達
に
つ
れ
て
義
理
観
念
も
変
化
し
て
い
っ
た
と
言
う
。
そ
の

よ
う
な
背
景
か
ら
町
人
社
会
に
上
下
間
の
支
配
原
理
や
年
功
序
列
の
秩
序
観
が
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
源
の
説
明
は
、
支
配
階
層
の
指
導
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
支
配
階
層
が
有
し
て
い
た
道
徳
観
念
を
被
支
配

階
層
が
真
似
し
た
だ
け
だ
と
捉
え
ら
れ
が
ち
な
義
理
の
こ
と
を
、
前
近
代
の
人
々
の
生
活
共
同
体
か
ら
発
生
し
て
い
る
と
見
る
と
こ
ろ
に

斬
新
さ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
用
い
た
具
体
例
が
す
べ
て
文
学
作
品
の
域
を
出
な
か
っ
た
点
を
含
め
、
主
に
西
洋
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
対

照
し
て
い
る
点
、
乗
り
越
え
る
べ
き
問
題
は
残
っ
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
、
彼
は
「
日
本
」
の
連
続
性
を
無
条
件
的
に
肯
定
す
る
視
点
か

ら
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
実
際
に
日
本
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
住
ん
で
い
る
生
身
の
人
間
た
ち
や
、
現
実
社
会
で
発
見
さ
れ
る
具
体
例
に

は
触
れ
て
い
な
い
点
、
現
在
で
は
多
様
な
視
点
で
再
考
さ
れ
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
合
わ
せ
、
進
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

三
、
土
居
健
郎
│
甘
え
と
義
理

源
の
主
著
が
出
て
か
ら
二
年
後
、
土
居
健
郎
（
１
９
２
０
〜
２
０
０
９
）
の
『「
甘
え
」
の
構
造
』
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
土

居
は
「
甘
え
」
と
い
う
の
を
日
本
社
会
の
人
間
関
係
に
お
け
る
特
有
の
感
情
で
あ
る
と
説
い
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
可
能
な
最
小
単
位
と

し
て
親
子
関
係
を
挙
げ
て
い
る
。
土
居
に
よ
れ
ば
、
義
理
は
人
情
を
入
れ
る
「
器
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
甘
え
と
い
う
言
葉
を
依
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存
性
と
い
う
よ
り
抽
象
的
な
言
葉
に
お
き
か
え
る
と
、
人
情
は
依
存
症
を
歓
迎
し
、
義
理
は
人
々
を
依
存
的
な
関
係
に
縛
る
」（
土
居
、

１
９
７
１
／
２
０
０
７：

ｐ．
56
）
と
言
う
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
本
稿
は
、
人
情
と
「
依
存
症
」
を
同
じ
も
の
と
は
見
な
さ
な
い
が
、

人
間
同
士
が
本
性
的
に
支
え
あ
う
こ
と
を
現
す
程
度
の
意
味
と
し
て
理
解
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
興
味
深
い
の
は
土
居
の
語
る
、
い
わ
ば
「
他
人
」
に
関
わ
る
見
解
で
あ
る
。
土
居
は
構
造
的
に
は
最
も
親
密
な
親
子
関
係
を
人

情
の
世
界
と
し
、
元
々
は
関
係
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
人
同
士
が
、
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
人
情
の
世
界
に
限
り
な
く
近
づ
こ
う
と

す
る
傾
向
の
こ
と
を
義
理
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
情
や
義
理
で
表
せ
な
い
「
無
縁
」
の
域
に
存
す
る
人
た
ち

の
こ
と
を
「
他
人
」
と
称
し
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
遠
慮
」
の
量
と
「
他
人
」
と
い
う
定
義
が
成
立
す
る
度
合
い
は
、
比
例
す
る
も
の
と

し
て
い
る
。
遠
慮
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
他
人
同
士
の
関
係
に
近
づ
く
と
い
う
こ
と
で
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

親
子
の
間
に
は
遠
慮
が
な
い
が
、
そ
れ
は
親
子
が
他
人
で
は
な
く
、
そ
の
関
係
が
甘
え
に
浸
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場

合
子
供
が
親
に
対
し
て
遠
慮
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
親
も
子
供
に
対
し
て
遠
慮
は
し
な
い
。
親
子
以
外
の
人
間
関
係
は
、
そ
れ
が

親
し
み
を
増
す
に
つ
れ
遠
慮
が
減
じ
、
疎
遠
で
あ
る
ほ
ど
遠
慮
は
増
す
。
友
人
同
士
な
ど
、
親
子
以
外
の
関
係
で
も
、
随
分
遠
慮
の

な
い
関
係
も
存
す
る
が
、
日
本
人
が
ふ
つ
う
親
友
と
い
う
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
友
人
関
係
を
指
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
人
々
は

遠
慮
と
い
う
こ
と
を
内
心
あ
ま
り
好
ん
で
は
い
な
い
。
で
き
れ
ば
遠
慮
し
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
誰
し
も
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
人
が
も
と
も
と
親
子
の
間
に
典
型
的
に
具
現
す
る
⼀
体
関
係
を
最
も
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
理
想
化
す
る

と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
土
居
、
２
０
０
７：

ｐ．
60
）
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遠
慮
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
他
人
同
士
で
、
な
け
れ
ば
な
い
ほ
ど
親
子
関
係
に
近
づ
く
と
い
う
時
、
そ
の
間
の
領
域
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ

う
。
と
に
か
く
上
記
の
よ
う
な
土
居
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
親
子
関
係
と
い
う
最
も
親
密
な
関
係
を
、
他
人
同
士
で
も
目
指
そ
う
と
す
る
の

を
義
理
の
関
係
と
思
っ
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

土
居
は
、
自
分
の
唱
え
る
「
甘
え
」
と
い
う
言
葉
、
す
な
わ
ち
親
子
関
係
、
友
人
関
係
、
夫
婦
関
係
の
よ
う
な
二
者
関
係
を
対
象
に
、

相
手
が
自
分
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
的
認
識
無
し
で
も
わ
か
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
関
係
に
ふ
さ
わ
し
く
振
舞
う
こ
と

と
義
理
を
関
連
付
け
て
い
る
。
彼
は
「
甘
え
」
が
成
り
立
つ
関
係
を
、「
も
と
も
と
自
然
発
生
的
に
人
情
が
存
す
る
間
柄
」
と
も
し
て
い

て
、
義
理
は
そ
う
い
っ
た
性
格
の
関
係
を
「
人
為
的
」
に
結
ん
だ
場
合
に
生
ま
れ
る
何
も
の
か
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、「
義
理
は
い
わ

ば
器
で
、
そ
の
中
身
は
人
情
で
あ
る
」
と
も
書
い
た
上
で
、
親
子
関
係
で
も
「
関
係
」
そ
の
も
の
の
方
が
重
ん
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
義

理
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
と
人
と
の
最
も
親
密
な
関
係
、
つ
ま
り
親
子
関
係
で
さ
え
も
義
理
の
関
係
と
し
て
認
識
し
得
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
、

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
義
理
人
情
の
板
挟
み
」
と
い
う
の
は
、「
義
理
と
義
理
の
板
挟
み
」
に
置
き
換
え
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
土
居
は
「
人
情
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
甘
え
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
人
間
関
係
の
維
持
を
賞
揚
す
る
こ

と
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
関
係
の
形
成
よ
り
は
そ
の
維
持
の
方
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

土
居
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
常
識
的
な
範
囲
内
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
主
張
を
具
体
的
な
現
象
で
裏
付
け
て
は
い
な

い
。
そ
の
文
章
は
ど
こ
か
や
は
り
「
日
本
」
と
い
う
共
通
理
解
を
前
提
に
し
て
い
て
、
義
理
と
い
う
も
の
が
社
会
で
ど
う
い
う
役
割
を
果

た
し
て
い
て
、
ど
う
い
う
機
能
を
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
に
関
し
て
の
議
論
は
な
い
。
そ
れ
は
問
題
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
の
見
解
が

人
々
の
日
々
の
生
活
に
お
け
る
現
実
か
ら
完
全
に
ず
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
点
、
共
感
す
る
読
者
の
感
覚
に
よ
っ
て
評
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価
さ
れ
得
て
き
た
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
方
法
は
、
義
理
と
は
何
か
を
科
学
的
に
証
明
で
き
て
は
い
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
的
共

感
に
よ
っ
て
世
界
中
の
人
々
に
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
を
本
稿
は
肯
定
す
る
。

そ
し
て
土
居
は
１
９
７
１
年
に
『「
甘
え
」
の
構
造
』
を
出
し
て
か
ら
も
、
何
度
も
そ
れ
を
補
強
す
る
も
の
を
書
き
重
ね
た
。
今
回
私

が
参
照
し
た
の
は
２
０
０
７
年
に
出
た
そ
の
増
補
普
及
版
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
『
続
「
甘
え
」
の
構
造
』
を
出
版
し
て
「
甘
え
」

に
対
す
る
総
括
的
考
察
を
試
み
た
２
０
０
１
年
頃
か
ら
、
自
分
の
論
に
つ
い
て
の
表
立
っ
た
異
論
が
出
な
く
な
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い

る
。
義
理
研
究
の
領
域
に
お
い
て
も
類
似
し
た
現
象
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
人
間
関
係
に
関
わ
る
テ
ー
マ
が
、
そ
の
頃
か
ら

社
会
的
注
目
を
浴
び
な
く
な
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
思
う
。
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
人
間
関
係
の
問
題
そ
の
も
の
は
、
今
日
も
あ
い
か

わ
ら
ず
社
会
問
題
と
し
て
人
々
を
悩
ま
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
土
居
の
問
題
意
識
に
共
感
し
、
そ
の
方
法
が
も
つ
長
所
を
踏
ま
え
な

が
ら
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
乗
り
越
え
る
た
め
に
視
点
の
多
様
化
と
具
体
的
な
事
例
分
析
の
必
要
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
共
同
的
な
も
の
へ
の
幻
想
　
│
渡
辺
京
二

そ
こ
で
、
渡
辺
京
二
（
１
９
３
０
〜
）
の
以
下
の
よ
う
な
考
え
に
も
耳
を
傾
け
て
み
る
。

い
わ
ゆ
る
義
理
人
情
は
ど
う
い
う
意
味
で
わ
が
国
の
民
衆
の
伝
統
的
倫
理
感
覚
で
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
習
俗
と
し

て
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
規
制
力
を
も
っ
た
規
範
と
し
て
わ
が
国
の
民
衆
を
支
配
し
て
き
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
彼
ら
の

意
識
の
中
枢
を
占
拠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
た
し
か
に
義
理
人
情
的
な
習
俗
は
事
実
と
し
て
存
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在
し
、
そ
の
規
制
力
は
強
力
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
う
い
う
習
俗
と
し
て
の
義
理
人
情
な
ら
、
そ
れ
は
死
滅
の
方
向
を
た
ど
り
つ
つ
あ

る
社
会
的
遺
制
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
の
大
衆
た
ち
は
す
で
に
義
理
人
情
な
ど
と
い
う
習
俗
か
ら
解
き
放
た
れ
た
世
界
に
生
き
て
い

て
、
た
と
え
小
説
や
映
画
の
中
で
そ
う
い
う
因
習
的
な
情
念
の
世
界
を
た
の
し
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
現
実
の
日
常
的
世
界
で
義
理

人
情
な
ど
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
言
葉
を
耳
に
す
れ
ば
、
嫌
悪
の
表
情
を
か
く
そ
う
と
せ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
義
理
人
情

と
い
う
習
俗
が
日
常
の
世
界
で
主
張
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
彼
ら
の
生
活
に
実
害
を
あ
た
え
ず
に
お
か
な
い
こ
と
を
、
か

れ
ら
は
経
験
上
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
渡
辺
、
２
０
０
０：

ｐ．
47
）

そ
し
て
渡
辺
は
、
山
本
周
五
郎
の
作
品
『
か
あ
ち
ゃ
ん
』
に
描
か
れ
た
「
善
意
」
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
同
時
に
次
の
よ
う

な
そ
の
内
容
に
も
目
を
通
す
。
段
落
始
め
の
「
彼
ら
」
と
は
、
前
の
引
用
で
触
れ
て
い
る
「
今
日
の
大
衆
た
ち
」
を
指
す�

�
�。

彼
ら
は
「
か
あ
ち
ゃ
ん
」
の
中
に
、
到
達
す
べ
き
倫
理
的
規
範
を
見
る
の
で
は
な
い
。
規
範
と
し
て
そ
れ
は
そ
も
そ
も
到
達
し
よ

う
の
な
い
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
ら
が
こ
の
「
か
あ
ち
ゃ
ん
」
⼀
家
に
た
め
い
き
を
つ
か
ず
に
お
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が

指
示
す
る
も
の
が
規
範
化
を
拒
む
⼀
種
の
反
現
実
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
の
だ
。
彼
ら
は
ここ
のこ
世こ
にこ
あこ
るこ
べこ
くこ
もこ
なこ
いこ
幻こ
とこ
しこ
てこ
こ
の
物

語
を
読
む
。
彼
ら
は
こ
の
物
語
が
反
現
実
で
し
か
な
い
こ
と
を
熟
知
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
人
情
と
は
究
極
的
に
は
こ
の

よ
う
な
形
相
を
と
る
に
い
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
義
理
人
情
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
社
会
的

習
俗
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
彼
岸
的
な
幻
と
し
て
彼
ら
の
魂
の
深
部
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
。（
同
右：

ｐ．
50
、
傍

点
│
筆
者
）
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義理論と東アジア

⼀
七

渡
辺
は
こ
こ
で
、
義
理
の
こ
と
を
「
こ
の
世
に
あ
る
べ
く
も
な
い
幻
」
と
し
て
、
ま
た
「
民
衆
が
抱
き
続
け
て
き
た
義
理
と
い
う
夢
」

で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
今
日
の
社
会
に
対
す
る
諦
観
の
念
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
絶
望
、
厭
世

の
に
お
い
が
す
る
。
義
理
の
こ
と
を
日
常
的
で
⼀
般
的
な
習
俗
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
へ
の
虚
し
さ
、
現
実
に
お
い
て
実

際
に
作
用
す
る
こ
と
の
可
能
な
倫
理
規
範
と
み
な
す
こ
と
へ
の
儚
さ
と
い
っ
た
、
⼀
種
の
諦
め
が
色
濃
く
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
に
記
し
た
よ
う
に
今
日
の
日
本
社
会
で
義
理
と
い
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
昔
よ
り
難
し
く
な
っ
て
き
た
し
、
今
の
時
代
の
人
た
ち
の

道
徳
観
念
を
改
め
て
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
成
功
し
そ
う
も
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
。
本
稿
の
主
張
も
、
そ
の
よ
う
な
「
復

古
」
に
は
な
い
。
た
だ
、
義
理
を
指
向
す
る
心
情
そ
の
も
の
が
歴
史
の
彼
方
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
人
々
が
む
し
ろ
意
識

し
な
い
で
と
っ
て
し
ま
う
慣
習
的
行
動
に
こ
そ
義
理
は
生
き
残
っ
て
機
能
す
る
。

物
語
が
い
つ
も
現
実
を
そ
の
ま
ま
描
く
と
は
、
前
述
の
源
了
圓
の
研
究
を
と
り
あ
げ
た
際
に
述
べ
た
よ
う
に
、
言
い
切
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。
山
本
周
五
郎
の
作
品
世
界
を
含
め
、「
幻
」
と
し
て
の
義
理
人
情
を
極
め
て
美
し
く
情
緒
的
に
描
く
作
品
は
今
で
も
大
変
多
い
わ

け
で
、
そ
の
よ
う
な
構
造
の
作
品
が
、
義
理
と
い
う
言
葉
を
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
今
日
の
時
代
で
も
人
気
を
博
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ

考
察
に
値
す
る
テ
ー
マ
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
社
会
的
習
俗
と
し
て
の
義
理
と
い
う
の
を
も
は
や
意
識
し
な
い
で
、
と
い
う
よ
り
何
と
な
く
嫌
悪
し

て
生
き
る
今
日
の
日
本
の
人
々
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
山
本
周
五
郎
の
作
品
を
読
ん
で
泣
き
笑
い
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
話
で
あ
る
。
義
理
を
描
い
た
作
品
に
必
ず
し
も
義
理
と
い
う
言
葉
が
続
出
し
な
い
現
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
ケ
ー

ス
は
夥
し
い
数
に
な
ろ
う
。

も
う
少
し
渡
辺
の
主
張
を
聞
く
。
源
了
圓
の
「
す
な
わ
ち
義
理
は
、
普
遍
主
義
の
立
場
に
立
つ
倫
理
で
は
な
く
、
個
別
主
義
の
立
場
に
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立
つ
倫
理
で
あ
る
」
と
い
う
声
や
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
公
と
は
西
欧
的
な
意
味
で
の
公
共
と
は
異
る
。
そ
れ
は
個
人
に
た
い
し
て
は
、

集
団
を
さ
し
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
集
団
の
長
に
該
当
す
る
人
を
も
公
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
公
は
上
位
集
団
に
た
い
し
て
は

私
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
階
層
的
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
で
の
公
は
普
遍
的
な
性
格
で
は
な
く
、
個
別
的
性

格
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
」（
源
、
１
９
６
９
年：

ｐ．
53
）
と
い
っ
た
論
に
つ
い
て
、
渡
辺
は
以
下
の
よ
う
な
異
見
を
語
っ
て
い

る
。

な
る
ほ
ど
義
理
が
人
と
人
と
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
個
別
主
義
的
な
倫
理
で
あ
る
こ
と
に
は
、
⼀
見
異
議
を
い
れ
る
余
地
は
な
さ
そ

う
に
見
え
る
。
義
理
人
情
と
は
⼀
般
に
あ
る
特
定
の
人
間
に
対
す
る
共
感
で
あ
り
献
身
で
は
あ
っ
て
も
、
な
ん
ら
か
の
抽
象
的
な
観

念
へ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
日
本
人
の
普
遍
的
な
も
の
へ
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
特
定
の
人

間
が
媒
介
と
し
て
介
在
し
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
て
も
、
義
理
な
り
人
情
な
り
が
普
遍
的
な
も

の
を
指
向
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
民
衆
の
あ
い
だ
で
普
遍
的
な
も
の
が
こ
の
よ
う
に
人
間
的
な
形
姿
を
と

っ
て
現
れ
る
こ
と
の
理
由
こ
そ
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
問
題
な
の
で
あ
る
。（
同
右：

ｐ．
54
）

日
本
社
会
の
「
他
人
ご
と
に
徹
底
的
に
か
か
わ
り
、
自
と
他
と
の
障
壁
を
と
り
の
ぞ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
人
情
」
や
、「
相
互
の
あ
い

だ
に
無
垢
な
信
頼
関
係
が
存
在
す
る
も
の
と
仮
定
す
る
義
理
」
に
は
、
西
洋
諸
国
の
共
同
体
意
識
や
、
韓
国
の
そ
れ
と
│
恐
ら
く
中
国
の

そ
れ
と
も
│
違
う
側
面
、
す
な
わ
ち
固
有
性
が
あ
る
と
い
う
。
渡
辺
は
、「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
倫
理
感
覚
が
神
と
人
と
の
関
係
で
は
な

く
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
育
っ
て
き
た
こ
と
は
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
っ
て
、
評
価
以
前
の
問
題
で
あ
る
。
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
に
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と
っ
て
究
極
的
普
遍
的
な
も
の
が
、
正
義
で
も
な
く
神
で
も
な
く
理
性
で
も
な
く
、
は
た
ま
た
人
間
の
自
然
で
も
な
く
、
日
常
の
つ
き
あ

い
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
他
の
共
同
性
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
嫌
悪
し
嘆
く
こ
と
は
で
き
て
も
変
更
は
で
き
ぬ
ひ
と
つ
の
運
命
で
あ
る
」

（
同
上
ｐ．
54
）
と
言
う
。

様
々
な
抽
象
的
観
念
に
真
理
の
意
匠
を
か
ぶ
せ
て
信
仰
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
人
の
形
を
し
た
創
造
主
た
る
存
在
が
与
え
た

道
徳
的
戒
律
に
従
っ
て
生
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
か
と
い
っ
て
人
そ
の
も
の
を
信
じ
る
わ
け
で
も
な
く
、
つ
ま
り
は
自
分
と
他
人
と
の
間

に
存
す
る
共
同
性
を
共
有
し
、
そ
れ
を
倫
理
感
覚
と
し
て
生
き
る
。
渡
辺
は
こ
れ
が
日
本
人
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
た
だ
認
め
る
べ
き
事
実
で
あ
っ
て
評
価
以
前
の
問
題
で
あ
る
と
も
加
え
る
。
そ
の
よ
う
に
義
理
の
内
在
化
は
共
同
性
へ
の
信
仰
と
も

表
現
で
き
る
。

渡
辺
の
論
も
範
囲
は
日
本
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
人
と
人
が
互
い
の
境
界
を
限
り
な
く
欲
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
共
同
性
へ
の
強
烈
な

指
向
と
い
う
点
で
は
や
は
り
日
本
だ
け
の
話
に
は
聞
こ
え
な
い
。
韓
国
人
と
し
て
共
感
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
感
情
的
な

部
分
だ
け
で
な
く
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
共
同
体
意
識
を
支
え
る
価
値
観
念
と
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を

日
本
と
韓
国
が
共
有
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
義
理
論
で
は
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
個
人
主
義
や
集
団
主
義
と
い

う
極
に
挟
ま
れ
た
議
論
よ
り
は
、
義
理
と
い
う
要
素
が
社
会
を
、
ま
た
は
社
会
が
義
理
と
い
う
要
素
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
き
て
い

る
か
を
考
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
や
こ
れ
か
ら
の
歴
史
を
眺
め
る
視
線
も
変
化
し
得
る
と
思
え
る
。
そ
し
て
渡
辺
の
指
摘
に
お

け
る
「
個
別
的
」
や
「
普
遍
的
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お
け
る
価
値
観
念
を
改
め
て
考
え
る
重
要
性

を
突
い
て
い
る
。
本
稿
も
そ
こ
に
注
目
し
て
い
る
。
い
ず
れ
か
に
正
解
が
あ
る
と
は
思
え
ず
、
む
し
ろ
そ
の
両
極
を
融
合
す
る
新
し
い
考

え
方
を
探
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
義
理
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
意
義
が
あ
る
。
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ま
と
め

以
上
で
取
り
上
げ
た
五
つ
の
義
理
論
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
断
っ
た
通
り
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
の
論
か
ら
汲
み
取
れ

る
問
題
意
識
は
、
今
日
義
理
の
問
題
を
考
え
る
上
で
抑
え
て
お
く
べ
き
十
分
な
幅
を
も
っ
て
い
る
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
義
理
論
は
日
本
社
会
の
義
理
を
、
他
の
社
会
で
は
類
例
を
み
な
い
固
有
の
も
の
だ
と
言
っ
た
。
基
本
的
に
は
借
金
を

返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
気
持
ち
の
よ
う
な
、
不
本
意
で
嫌
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
何
故
か
そ
れ
を
日
本
人
は
大
切
に
し
て
生
き

る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
彼
女
の
論
を
覆
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
不
自
由
な
も
の
の
良
さ
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
だ
か

ら
「
風
変
わ
り
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

源
の
義
理
論
は
義
理
の
こ
と
を
学
術
理
論
の
世
界
へ
連
れ
込
ん
で
き
た
と
こ
ろ
に
ま
ず
意
義
が
あ
る
。
前
近
代
に
存
在
し
た
物
語
を
用

い
、
そ
の
時
代
的
な
変
遷
を
ま
と
め
た
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
現
代
と
の
接
点
が
具
体
的
に
は
な
く
、
あ
く
ま
で
日
本
人
と
い
う
存
在
が
時

代
を
超
え
て
同
⼀
で
あ
る
か
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
義
理
の
こ
と
が
人
間
の
共
同
生
活
と
と
も
に
あ
ら
わ
れ
た
原
始
性

の
あ
る
も
の
だ
と
認
め
つ
つ
、
そ
の
こ
と
が
物
語
の
外
側
の
人
間
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
か
に
ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
。

土
居
健
郎
の
主
張
は
、
日
本
社
会
の
根
幹
を
な
す
人
間
的
心
情
な
る
部
分
を
親
子
関
係
で
あ
る
と
し
、
そ
の
関
係
性
だ
か
ら
こ
そ
本
能

的
に
存
在
す
る
親
密
な
感
情
を
「
甘
え
」
と
定
義
し
た
上
で
、
そ
う
や
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
感
覚
と
し
て
義
理
の

こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
関
係
だ
け
を
視
野
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
願
い
努
め
る
行
動

さ
え
も
含
む
概
念
で
あ
る
と
言
う
。
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渡
辺
京
二
は
、
日
本
社
会
で
実
際
に
は
見
ら
れ
な
い
幻
想
と
し
て
義
理
の
こ
と
を
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
理
想
的
で
美
化
し
き
っ
た
よ

う
な
物
語
世
界
の
幻
で
あ
る
と
言
う
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
人
々
の
夢
見
る
よ
う
な
自
と
他
の
間
を
つ
な
ぐ
共
同
性

に
対
す
る
憧
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
際
の
今
の
世
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
わ
か
っ
て
い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
指
向
し
て
し
ま
う
人

間
観
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
問
題
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
道
徳
的
観
念
と
い
う
よ
り
は
人
間
同
士
の
共
同
性
へ
の
夢
に
近
い
感

覚
だ
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
義
理
論
を
貫
い
て
い
る
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
義
理
の
問
題
が
す
な
わ
ち
日
本
人
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
義

理
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
日
本
人
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
自
分
探
し
」
に
火
を
つ
け
た
の
が
ベ
ネ
デ

ィ
ク
ト
の
論
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
共
同
性
と
義
理
が
関
わ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
共
同
体
生
活
に
お
け
る
生
き
方
の
中
心
概
念
で

あ
っ
て
、
人
々
が
と
も
に
生
き
る
上
で
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
行
動
様
式
を
生
ん
だ
価
値
観
念
を
生
ん
だ
。
そ
の
時
の
義
理
と
は
、
な
ん
ら

か
の
崇
高
な
理
想
を
言
葉
で
定
義
し
た
観
念
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
で
必
要
な
行
動
様
式
で
あ
る
。
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
機
能
を
果

た
す
慣
習
だ
と
も
言
え
る
。

義
理
と
い
う
の
が
人
間
の
共
同
生
活
と
と
も
に
出
現
し
た
価
値
観
念
な
ら
、
源
了
圓
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
そ
こ
に
は
原
始
性
が
あ

る
。
そ
れ
は
人
間
が
本
性
的
に
求
め
る
価
値
を
成
り
立
た
せ
る
部
分
で
も
あ
る
。
他
者
を
認
識
し
、
他
者
と
と
も
に
生
き
る
た
め
に
必
要

な
要
素
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
中
に
義
理
も
存
在
す
る
。
学
問
的
思
想
と
し
て
広
が
っ
た
義
理
の
観
念
は
、
か
と
い
っ
て
そ
も
そ
も
人
間

以
前
に
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

学
者
の
観
察
か
ら
思
想
が
生
ま
れ
、
そ
の
思
想
へ
の
共
感
と
広
ま
り
に
よ
っ
て
人
間
社
会
に
お
け
る
内
面
化
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の

プ
ロ
セ
ス
が
繰
り
返
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
た
。
人
々
が
義
理
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
社
会
は
歴
史
の
中
に
存
在
し
て
い

義理論と東アジア
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引
用
文
献

寺
田
寅
彦
「
涼
味
数
題
」『
寺
田
寅
彦
随
筆
集
』
第
四
巻
、
小
宮
豊
隆
偏
、
岩
波
書
店
、
１
９
４
８
年
。（
青
空
文
庫
）

土
居
健
郎
『「
甘
え
」
の
構
造
』（
増
補
普
及
版
）
弘
文
堂
、
２
０
０
７
年
５
月
。（
原
―
１
９
７
１
年
）

長
野
晃
子
「
義
理
は
日
本
文
化
に
固
有
の
も
の
か
」『
東
洋
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
38
│
１
（
大
63
集
）、
55
│
74
、
東
洋
大
学
社
会
学
部
、
２
０
０
０
年
12

月
。

た
。
そ
の
時
の
義
理
は
、
近
代
国
家
の
台
頭
と
と
も
に
引
か
れ
た
境
界
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
「
民
族
性
」
で
は
な
く
、
生
活
文
化
の
⼀

部
で
あ
っ
た
。
今
日
の
社
会
で
義
理
の
生
命
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
今
日
の
社
会
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
経
る
中
で
、

義
理
本
来
の
機
能
を
果
た
し
づ
ら
い
社
会
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
人
々
が
今
日
の
社
会
で
起
こ
す
行
動
に
は
、
他
者
を
煩
わ
し
い
存
在
だ
と
考
え
て
い
な
が
ら
も
、
考
え
を
越
え
て
欲
す
る
共

同
性
へ
の
肯
定
が
あ
る
。
そ
の
肯
定
を
軸
に
し
て
行
動
を
選
択
す
る
意
識
は
、
形
式
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
も
、
人
間
社
会
に
共
通

し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
は
そ
れ
を
義
理
と
い
う
名
で
呼
び
、
他
の
地
域
で
は
違
う
名
で
呼
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
「
関
係
」
を
め
ぐ
っ
て
人
間
が
求
め
る
真
の
価
値
と
し
て
普
遍
性
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
義
理
を
特
定
の
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
や
誇
り
を
証
明
す
る
材
料
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
人
間
が
生
に
お
い
て
求
め
る
本
質
的
な
価
値
で
あ
る
以
上
、
義
理
は

あ
ら
ゆ
る
ボ
ー
ダ
ー
を
越
え
て
普
遍
的
な
価
値
観
念
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
義
理
論
に
東
ア
ジ
ア
と
い
う
視
点
や
人
間
が
求
め
る
普
遍
的
価
値
観
念
と
い
う
二
つ
の
要
素
が

欠
け
て
い
た
点
を
、
改
善
す
べ
き
問
題
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
義
理
論
は
そ
の
欠
点
を
補
完
し
、
よ
り
広
が
っ
た
範
囲
で

多
様
な
具
体
例
か
ら
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
こ
の
研
究
は
そ
の
よ
う
な
方
向
性
で
、
よ
り
様
々
な
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に

し
て
行
く
。

国際日本学論叢
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義理論と東アジア

二
三

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』（
原
題：

Ruth Benedict

『T
he Chrysanthem

um
 and the Sw

ord: Patterns of Japanese Culture

』）、
長
谷

川
松
治
訳
、
講
談
社
、
２
０
０
５
年
５
月
。（
原
―
１
９
４
６
年
）

源
了
圓
『
義
理
と
人
情
』
中
央
公
論
社
、
１
９
６
９
年
。

渡
辺
京
二
『
新
編
　
小
さ
き
も
の
の
死
』
葦
書
房
、
２
０
０
０
年
１
月
。（
原
―
１
９
７
５
年
）

参
考
文
献

荒
谷
卓
『
戦
う
者
た
ち
へ
―
日
本
の
大
義
と
武
士
道
』
並
木
書
房
、
２
０
１
０
年
。

李
御
寧
『「
縮
み
」
志
向
の
日
本
人
』
講
談
社
、
２
０
０
７
年
。

石
井
英
夫
「
義
理
人
情
」『
文
藝
春
秋
』
83
（
16
）、
文
藝
春
秋
、
２
０
０
５
年
。

大
江
健
三
郎
・
河
合
隼
雄
・
谷
川
俊
太
郎
『
日
本
語
と
日
本
人
の
心
』
岩
波
書
店
、
２
０
０
２
年
。

黄
文
雄
「
義
理
人
情
の
考
現
学
」『
日
本
文
化
』11

巻
、
25
│
35
、
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
、
２
０
０
３
年
。

小
倉
喜
蔵
『
入
門
朱
子
学
と
陽
明
学
』
筑
摩
書
房
、
２
０
１
２
年
。

金
屋
平
三
「
義
理
・
人
情
と
は
何
か
―
義
理
人
情
論
ノ
ー
ト
（
二
）」『
人
文
研
究
』
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
、
１
９
９
１
年
。

ガ
ン
・
ミ
ョ
ン
ガ
ン
『
朝
鮮
の
路
地
裏
風
景
』（
原
題：
강
명
관
『
조
선
의

뒷
골
목

풍
경
』）
青
い
歴
史
、
２
０
０
３
年
８
月
。

木
村
敏
『
自
分
と
い
う
こ
と
』
筑
摩
書
房
、
２
０
０
８
年
。

ギ
ム
・
ナ
ク
ジ
ン
『
義
理
の
倫
理
と
韓
国
の
儒
教
文
化
』（
原
題：

김
낙
진
『
의
리
의

윤
리
와

한
국
의

유
교
문
화
』）
ジ
ブ
ム
ン
堂
、
２
０
０
４
年
９
月
。

小
池
利
正
『
あ
ま
え
と
義
理
』
鳥
影
社
、
２
０
０
６
年．

小
堀
桂
⼀
郎
『
日
本
人
の
「
自
由
」
の
歴
史
』
文
藝
春
秋
、
２
０
１
０
年
。

五
来
重
『
仏
教
と
民
族
』
角
川
学
芸
出
版
、
２
０
１
０
年
。

佐
藤
忠
男
『
長
谷
川
伸
論
―
義
理
人
情
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
２
０
０
４
年
。

ジ
ョ
・
グ
ノ
『
東
ア
ジ
ア
集
団
主
義
の
儒
学
思
想
的
背
景
』（
原
題：

조
근
호
『
동
아
시
아

집
단
주
의
의

유
학
사
상
적

배
경
』）
知
識
産
業
社
、
２
０
０
７
年
11

月
。

ジ
ョ
ン
・
ウ
ニ
ョ
ン
『
情
と
は
何
か
』（
原
題：

정
운
현
『
정
이
란

무
엇
인
가
』）
チ
ェ
ク
ボ
セ
、
２
０
１
１
年
３
月
。

先
崎
彰
容
『
個
人
主
義
か
ら
〈
自
分
ら
し
さ
〉
へ
』
東
北
大
学
出
版
会
、
２
０
１
０
年
。
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高
木
昭
作
「
敵
討
ち
の
論
理
―
四
十
六
士
に
お
け
る
義
理
と
人
情
」『
歴
史
評
論
』
校
倉
書
房
、
２
０
０
１
年
。

竹
添
敦
子
『
周
五
郎
の
江
戸
町
人
の
江
戸
』

田
中
優
子
『
江
戸
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
平
凡
社
、
２
０
０
８
年
。

田
中
優
子
『
江
戸
の
想
像
力
』
筑
摩
書
房
、
２
０
０
８
年
。（
初
―
１
９
９
２
年
）

田
中
優
子
『
近
世
ア
ジ
ア
漂
流
』
朝
日
新
聞
社
、
１
９
９
５
年
。

田
中
優
子
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
の
江
戸
』
岩
波
書
店
、
２
０
１
２
年
。

田
中
優
子
『
未
来
の
た
め
の
江
戸
学
』
小
学
館
、
２
０
０
９
年
。

土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
　
日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
、
１
９
８
０
年5

月
。

夏
目
漱
石
『
私
の
個
人
主
義
』
講
談
社
、
１
９
７
８
年
。

日
本
仏
教
研
究
会
編
『
仏
教
と
出
会
っ
た
日
本
』
法
藏
館
、
１
９
９
８
年
。

平
井
富
雄
『
日
本
人
の
知
性
と
心
情
』
講
談
社
、
１
９
９
１
年
。

船
曳
建
夫
『「
日
本
人
論
」
再
考
』
講
談
社
、
２
０
１
０
年
。

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
『
明
か
し
え
ぬ
共
同
体
』
筑
摩
書
房
、
２
０
０
９
年
（
訳
―
西
谷
修
。
初
―
１
９
９
７
年
）

松
岡
正
剛
『
日
本
流
』
筑
摩
書
房
、
２
０
０
９
年
。

三
宅
英
利
『
近
世
の
日
本
と
朝
鮮
』
講
談
社
、
２
０
０
６
年
（
初
―
１
９
９
３
年
）

森
三
樹
三
郎
『「
名
」
と
「
恥
」
の
文
化
』
講
談
社
、
２
０
０
５
年
。

マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
筑
摩
書
房
、
２
０
１
１
年
。（
訳
―
吉
田
禎
吾
、
江
川
純
⼀
。
初
―
２
０
０
９
年
）

渡
辺
京
二
『
日
本
近
世
の
起
源
』
洋
泉
社
、
２
０
０
８
年
。

註（
１
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
「『
義
理
』
の
規
則
は
、
厳
密
に
、
ど
う
し
て
も
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
返
済
の
規
則
で
あ
る
」、「
日
本
人
の
世
間
へ
の
『
義

理
』
の
観
念
と
、
ア
メ
リ
カ
人
の
借
金
返
済
の
観
念
と
の
間
に
は
、
も
う
⼀
つ
の
類
似
点
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
借
金
返
済
の
義
務
と
義
理
を
比
較
し

て
お
り
、
そ
れ
は
大
変
嫌
な
こ
と
で
、
で
き
れ
ば
避
け
た
い
も
の
だ
と
い
う
風
に
、
否
定
的
な
視
線
で
眺
め
て
い
る
。

（
２
）
義
理
人
情
と
自
由
さ
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
さ
ら
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
引
い
て
お
く
。

国際日本学論叢
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二
五

「
義
理
人
情
の
着
物
を
脱
ぎ
捨
て
、
毀
誉
褒
貶
の
圏
外
へ
飛
び
出
せ
ば
こ
の
世
は
涼
し
い
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
で
は
禅
僧
と
収
賄
議
員
と
の
間
に
も

い
く
ら
か
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ろ
い
ろ
な
イ
ズ
ム
も
夏
は
暑
苦
し
い
。
少
な
く
も
夏
だ
け
は
「
自
由
」
の
涼
し
さ
が
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。「
風
流
」
は
心
の
風
通
し
の
よ
い
自
由
さ

を
意
味
す
る
言
葉
で
、
ま
た
心
の
涼
し
さ
を
現
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
南
画
な
ど
の
涼
味
も
ま
た
こ
の
自
由
か
ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

風
鈴
の
音
の
涼
し
さ
も
、
⼀
つ
に
は
風
鈴
が
風
に
従
っ
て
鳴
る
自
由
さ
か
ら
来
る
。
あ
れ
が
器
械
仕
掛
け
で
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
よ
う
に
き
ち
ょ
う
め
ん
に

鳴
る
の
で
は
ち
っ
と
も
涼
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
が
む
し
ゃ
ら
に
打
ち
ふ
る
の
で
は
号
外
屋
の
鈴
か
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
政
治
の
よ
う
な
も
の
に

な
る
。
自
由
は
わ
が
ま
ま
や
自
我
の
押
し
売
り
と
は
ち
が
う
。
自
然
と
人
間
の
方
則
に
服
従
し
つ
つ
自
然
と
人
間
を
支
配
し
て
こ
そ
ほ
ん
と
う
の
自
由
が
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

暑
さ
が
な
け
れ
ば
涼
し
さ
は
な
い
。
窮
屈
な
羈
絆
の
暑
さ
の
な
い
所
に
は
自
由
の
涼
し
さ
も
あ
る
は
ず
は
な
い
。
⼀
日
汗
水
た
ら
し
て
働
い
た
後
に
の
み

浴
後
の
涼
味
の
真
諦
が
味
わ
わ
れ
、
義
理
人
情
で
苦
し
ん
だ
人
に
の
み
自
由
の
涼
風
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。」（
青
空
文
庫
よ
り
）

（
３
）
渡
辺
は
『
か
あ
ち
ゃ
ん
』
の
次
の
よ
う
な
部
分
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。「
山
本
周
五
郎
に
は
『
か
あ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
短
編
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
人

情
と
い
う
概
念
を
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
う
け
と
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
手
放
し
の
徹
底
性
に
お
い
て
と
ら
え
た

⼀
種
の
名
作
で
あ
る
。
長
屋
に
つ
き
あ
い
が
悪
い
の
で
評
判
の
⼀
家
が
い
る
。
後
家
の
母
親
を
先
頭
に
五
人
の
子
ど
も
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
手
間
を
か

せ
ぎ
、
毎
月
十
四
日
と
み
そ
か
の
晩
に
は
⼀
家
で
銭
勘
定
を
す
る
と
い
う
の
だ
。
し
か
も
近
所
の
つ
き
あ
い
は
、
た
と
え
助
け
合
い
の
金
さ
え
出
す
の
を
惜

し
も
う
と
す
る
。
む
か
し
は
涙
も
ろ
く
て
人
の
め
ん
ど
う
み
の
よ
い
か
み
さ
ん
だ
っ
た
の
に
、
こ
の
二
年
ご
し
の
稼
ぎ
ぶ
り
は
長
屋
の
者
の
眼
に
は
ま
る
き

り
気
違
い
ざ
た
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
家
の
長
男
は
大
工
だ
が
、
仕
事
さ
き
の
仲
間
で
暮
ら
し
に
困
っ
て
盗
み
を
は
た
ら
き
入
牢
し
た
男
が
い
る
。
刑
期

は
２
年
６
カ
月
。
か
み
さ
ん
は
こ
の
男
が
出
獄
し
た
時
に
な
ん
と
か
世
す
ぎ
の
で
き
る
て
だ
て
を
考
え
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
。」
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perspectives about giri and East Asia

LEE Jiyeon

Abstract

Giri is a broadly East Asian value concept that does not exist only in

Japan. The idea originated in China long ago and was then spread to

neighboring contries. However, this history of the concept is generally not

recognized in Japanese society today. There is a tendency to think that it is a

unique idea that exists only in Japan, which is a mistake. This study analyzed

several key theories in order to address this problem.

First, I summarize Ruth Benedict’s “The Chrysanthemum and the Sword”

and explain the theory that was introduced in that study. Second, I analyze

the theory of Minamoto Ryoen, a well-known researcher of giri, and I

discuss the elements of giri represented in his writing. Third, I present the

theory of Watanabe Kyoji, which is in contrast to the previous two theories.

Moreover, I have explained how his ideas on giri is expressed. Finally, I

summarize the similarities shared by these three theories.

In my analysis, I considered how the image linking the Japanese people

and giri is being formed. To complement this developing image, I discuss

points of view that may be missing from current thoughts on the issue and

suggest a pathway for future research on giri. My perspective is that

considering a greater variety of perspectives about giri opens possibilities

for change in the stereotype that has so far been believed.
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