
近
代
日
本
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
愛
国
主
義

井
上
円
了
『
星
界
想
遊
記
』
を
読
む

岡
田
正
彦
・
藝
ミ
・
・
ミ
・

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
と
は
、
ま
わ
り
の
「
存
在
」
と
一
致
し
て
い
な
い
意
識
で
あ
る
。

ど
う
い
う
意
味
で
一
致
し
て
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
い
つ
も
そ
う
い
う
意
識
は
、
こ
の
現
実
の
な
か
で
は
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
要

素
に
の
っ
と
っ
て
、
体
験
や
思
考
や
行
動
の
方
向
づ
け
を
決
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ン
ハ
イ
ム
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

○
．
井
上
円
了
と
『
星
界
想
遊
記
已

　
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
年
末
、
伊
豆
修
善
寺
の
温
泉
宿
に
宿
泊
し
て
い
た
井
上
円
了
は
、
夜
更
け
に
思
索
を
め
ぐ
ら
す
う

ち
に
星
界
を
旅
行
し
、
異
世
界
を
巡
る
と
い
う
奇
妙
な
体
験
を
す
る
。
遥
か
彼
方
の
星
界
へ
旅
立
っ
た
円
了
（
想
像
子
）
は
、
理
想

の
世
界
を
求
め
て
次
々
と
異
星
を
巡
り
、
異
世
界
の
文
化
や
風
俗
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
に
触
れ
て
再
び
こ
の
世
界
へ
帰
っ
て
く
る
。

　
翌
年
、
円
了
は
こ
の
想
像
上
の
旅
の
記
録
を
一
冊
に
ま
と
め
、
『
星
界
想
遊
記
』
と
題
し
て
刊
行
し
た
。
哲
学
書
院
か
ら
出
版
さ

れ
た
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
書
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
治
期
の
「
S
F
的
奇
想
小
説
」
の
先
駆
的
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
横
田

順
彌
氏
の
紹
介
や
、
康
有
為
の
『
大
同
書
』
と
の
影
響
関
係
を
指
摘
し
た
坂
出
祥
伸
氏
の
論
文
な
ど
、
そ
の
意
義
を
強
調
す
る
エ
ッ
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セ
イ
や
論
文
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
↑
）
。

　
と
く
に
坂
出
氏
の
論
文
は
、
西
洋
近
代
の
学
問
や
思
考
法
を
使
っ
て
中
国
の
伝
統
思
想
を
再
構
築
し
、
政
治
的
に
は
清
末
の
戊
戌

変
法
運
動
の
指
導
者
と
な
っ
た
康
有
為
と
井
上
円
了
　
　
と
り
わ
け
『
星
界
想
遊
記
』
　
　
の
関
係
を
残
さ
れ
た
文
献
に
も
と
つ
い

て
実
証
し
、
日
本
と
中
国
の
近
代
化
に
共
通
す
る
思
想
的
背
景
を
浮
き
彫
り
に
し
た
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。
と
く
に
、
井
上
円
了
と

康
有
為
の
出
会
い
の
痕
跡
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
は
、
画
期
的
な
意
義
が
あ
る
（
2
）
。

　
横
田
氏
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
時
代
に
先
駆
け
て
日
本
に
心
理
学
を
紹
介
し
、
妖
怪
学
の
よ
う
な
独
創
的
な
学
問
体
系
を
構
築
し
た
円

了
の
経
歴
に
、
さ
ら
に
ユ
ニ
ー
ク
な
一
頁
を
加
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
坂
出
氏
の
論
文
は
、
井
上
円
了
の
思
想
的
影
響
力
を

口
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
く
と
ら
え
る
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
井
上
円
了
の
生
涯
や
近
代
日
本
の
思
想
状

況
に
「
星
界
想
遊
記
』
を
位
置
づ
け
、
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　
『
星
界
想
遊
記
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
円
了
は
想
像
上
の
星
界
旅
行
の
始
ま
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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想
像
子
（
H
井
上
円
了
）
一
日
瓢
然
と
し
て
京
華
を
去
り
、
遠
く
山
間
の
僻
邑
に
遊
ぶ
。

ん
と
す
。
そ
の
翌
朝
は
す
な
わ
ち
、
我
人
の
数
年
来
渇
望
し
た
る
明
治
二
十
三
年
な
り
。

を
ト
す
る
に
、
無
量
の
思
想
心
頭
に
集
ま
り
、
感
慨
お
の
ず
か
ら
禁
ず
る
あ
た
わ
ず
（
3
）

た
ま
た
ま
客
舎
に
あ
り
て
余
夕
を
送
ら

想
像
子
、
こ
こ
に
於
い
て
往
を
思
い
来

こ
の
あ
と
、
精
神
を
集
中
し
た
円
了
は
「
瞬
時
に
し
て
遠
く
蒼
々
　
々
た
る
天
界
の
中
に
遊
ぶ
」
と
い
う
想
像
上
の
体
験
を
す
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
状
況
説
明
や
体
験
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
井
上
円
了

の
生
涯
に
と
っ
て
明
治
二
三
年
は
、
明
治
二
一
年
か
ら
明
治
二
二
年
ま
で
、
一
年
間
に
及
ぶ
欧
米
視
察
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
円
了



が
、
『
日
本
政
教
論
』
や
『
欧
米
各
国
政
教
日
記
』
と
い
っ
た
著
作
を
刊
行
し
、
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
「
哲
学
館
」
（
後
の

東
洋
大
学
、
明
治
二
〇
年
設
立
）
の
運
営
方
針
を
定
め
て
、
そ
の
生
涯
に
お
け
る
積
極
的
な
社
会
活
動
や
啓
蒙
活
動
の
基
盤
を
確
立

し
た
時
期
に
あ
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
時
期
に
お
け
る
憲
法
の
制
定
と
議
会
開
設
の
気
運
の
高
揚
も
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
円
了
が
強
調
し
て
い
る
「
我
人
の
数
年
来
渇
望
し
た
る
明
治
二
十
三
年
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
な
が
ち
誇
張
と
は
言
え
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
哲
学
館
の
拡
張
や
妖
怪
学
の
体
系
化
、
哲
学
堂
の
建
設
・
運
営
や
修
身
教
会
運
動
の
展
開
と
い
っ
た
、
そ
の
後
の
多
彩
な

啓
蒙
活
動
と
本
書
の
内
容
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
円
了
の
星
界
旅
行
は
単
な
る
妄
想
で
は
な
く
、
将
来
の
方
向
性
を
決
定
す

る
よ
う
な
重
要
な
思
索
の
足
跡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
「
想
像
子
（
‖
円
了
）
」
と
と
も
に
星
界
旅
行
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
井
上
円
了
の
宗
教
・
哲
学
・
政
治
意
識
の

特
質
を
探
る
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
き
、
円
了
の
生
涯
を
貫
く
思
想
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。

一，

ｯ
界
に
遊
ぶ
　
　
　
理
想
の
世
界
を
求
め
て
ー

　
修
善
寺
の
温
泉
か
ら
星
界
へ
旅
立
っ
た
円
了
が
、
最
初
に
訪
問
す
る
の
は
「
共
和
界
」
で
あ
る
。
こ
の
「
星
界
」
で
は
、
「
純
然

た
る
男
女
共
和
独
立
」
が
確
立
さ
れ
、
男
女
の
「
同
等
同
権
」
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
星
界
で
は
、
男
女
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
が
一
家
を
成
し
、
子
供
は
出
産
の
直
後
か
ら
「
育
児
院
」
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
。
公

益
と
各
自
の
職
分
こ
そ
が
至
上
の
価
値
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
徹
底
的
な
社
会
の
合
理
化
の
帰
結
と
し
て
、
夫
婦
や
家
族
や
親
族
と

い
っ
た
私
的
な
紐
帯
は
完
全
に
解
体
し
、
法
を
順
守
す
る
こ
と
の
み
が
人
々
の
価
値
基
準
を
支
え
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、
人
々
は
血
縁
や
地
縁
の
し
が
ら
み
か
ら
は
完
全
に
解
放
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
政
府
を
も
っ
て

社
会
を
代
表
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を
我
人
の
父
母
と
し
、
ま
た
我
人
の
子
孫
と
し
、
我
人
は
固
く
そ
の
命
令
を
守
る
べ
き
義
務
を

有
す
る
」
社
会
で
は
、
「
そ
の
法
律
は
か
え
っ
て
厳
に
し
て
か
つ
煩
」
と
な
る
。
純
然
た
る
共
和
国
に
は
、
自
由
よ
り
は
む
し
ろ
圧

政
が
あ
る
こ
と
に
失
望
し
た
円
了
は
、
「
政
府
も
な
く
法
律
も
な
き
純
然
た
る
自
由
国
」
を
求
め
て
共
和
界
を
あ
と
に
す
る
（
4
）
。

　
次
に
、
想
像
子
が
訪
れ
る
の
は
「
商
法
界
」
で
あ
る
。
こ
の
星
界
に
は
、
い
か
な
る
政
体
も
存
在
し
な
い
。
全
て
は
経
済
的
価
値

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
法
律
も
税
を
納
め
る
義
務
も
な
い
。
社
会
生
活
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
の
は
、
法
律
や
政
治
的
介
入
で

は
な
く
て
「
決
運
器
」
と
呼
ば
れ
る
あ
る
種
の
占
い
器
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
国
政
上
の
問
題
に
至
る
ま
で
、
あ
ら

ゆ
る
対
応
が
天
運
天
命
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
共
和
政
体
」
の
意
思
決
定
は
、
結
局
は
「
多
数
の
論
」
を
と
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
天
運
天
命
を
も
っ
て
社
会
の
政
府
、
法
律
と
す

る
」
方
が
、
む
し
ろ
信
頼
で
き
る
の
だ
。
し
か
し
、
全
て
を
経
済
的
価
値
と
命
運
に
委
ね
る
世
界
に
は
政
府
の
圧
政
は
存
在
し
な
い

］
方
で
、
「
世
の
進
歩
の
極
み
、
こ
こ
に
至
る
」
と
さ
れ
る
世
界
は
あ
ま
り
に
味
気
な
い
。

50

余
政
府
な
き
国
に
遊
は
ん
こ
と
を
望
む
や
久
し
。
今
そ
の
国
に
遊
ぶ
。
こ
れ
、
余
が
幸
い
な
り
と
い
え
ど
も
、

節
、
風
習
に
い
た
り
て
は
、
人
情
を
去
る
こ
と
遠
し
。
こ
れ
余
が
永
住
す
べ
き
地
に
あ
ら
ず
。
（
5
）

そ
の
社
会
の
礼

ま
た
し
て
も
失
望
し
た
円
了
は
、
次
の
星
界
へ
向
か
う
。

　
三
番
目
の
星
界
は
、
「
女
子
界
」
で
あ
る
。
こ
の
星
界
で
は
、
女
性
は
「
女
尊
子
」
と
呼
ば
れ
、
女
尊
男
卑
の
社
会
が
実
現
さ
れ

て
い
る
。
最
高
位
の
「
総
老
」
か
ら
「
諸
校
の
教
員
、
医
士
、
会
社
の
事
務
員
、
戸
主
、
戸
長
に
い
た
る
ま
で
」
政
治
や
経
済
、
官



吏
の
主
要
な
ポ
ス
ト
は
す
べ
て
女
性
が
独
占
し
、
二
般
に
無
学
無
知
」
と
さ
れ
る
男
性
は
、
「
生
産
工
業
」
な
ど
の
「
筋
力
」
を
必

要
と
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
。
男
性
に
比
べ
て
「
脳
力
」
の
優
る
女
性
が
社
会
の
中
枢
に
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
格
差
は

「
知
力
」
に
優
る
女
性
と
「
体
力
」
に
優
る
男
性
と
い
う
、
男
女
の
性
差
の
帰
結
で
あ
る
と
す
る
通
説
が
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
想
像
子
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

貴
国
も
し
開
国
以
来
、
政
教
の
全
権
を
女
子
に
委
す
る
の
習
慣
を
用
い
た
ら
ん
に
は
、
そ
の
国
勢
、
今
日
に
十
倍
し
て
さ
か
ん
な

る
に
至
る
べ
し
。
し
か
る
に
、
女
子
を
し
て
男
子
の
下
に
立
た
し
め
た
る
は
、
ひ
と
り
女
子
一
人
の
不
幸
の
み
な
ら
ず
、
貴
国
一

般
の
不
幸
な
り
。
（
6
）

こ
の
星
界
も
ま
た
、
円
了
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
。

　
次
の
「
老
人
界
」
は
、
究
極
の
長
寿
世
界
で
あ
る
。
こ
の
星
界
に
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
は
存
在
し
な
い
。
時
間
の
尺
度
は
昼
夜

の
交
代
に
よ
る
「
日
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
星
界
で
は
、
人
々
は
一
般
に
三
十
万
日
を
超
え
る
長
寿
を
楽
し
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
年

数
に
換
算
す
れ
ば
、
八
百
歳
を
超
え
る
。

　
長
寿
の
国
を
求
め
て
い
た
想
像
子
は
歓
喜
す
る
が
、
こ
の
世
界
で
は
全
て
の
価
値
は
長
幼
の
序
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
れ
を
覆

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
高
齢
の
長
老
が
、
社
会
の
最
高
位
に
就
く
の
だ
。

　
老
人
界
の
人
は
言
う
。

帝
王
は
全
国
人
民
中
の
長
寿
第
一
な
れ
ば
、
四
十
万
日
以
上
な
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
は
み
な
四
十
万
日
以
下
な
り
（
中
略
）
古
来
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の
帝
王
中
、
長
寿
の
冠
た
る
も
の
五
十
一
万
七
千
五
百
三
十
三
日
、
す
な
わ
ち
一
千
四
百
十
八
年
な
り
。

（
7
）

た
と
え
、
同
年
同
月
同
日
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
何
時
何
分
ま
で
出
生
の
時
間
は
記
録
さ
れ
て
お
り
、
少
し
で
も
長
く
生
き

て
い
る
者
が
上
席
に
着
く
。
こ
の
た
め
、
人
々
は
「
摂
生
養
身
の
術
」
を
尽
く
し
て
長
寿
を
得
よ
う
と
奔
走
す
る
。
こ
の
序
列
に
も

と
つ
く
制
度
の
拘
束
は
厳
し
く
、
「
今
日
国
家
の
平
穏
無
事
な
る
は
、
全
く
圧
束
抑
制
の
功
力
な
り
。
圧
政
も
政
治
上
に
は
実
に
必

要
の
も
の
な
ら
ず
や
」
と
論
じ
て
憧
ら
な
い
。

　
想
像
子
は
、
老
人
の
圧
政
を
嫌
っ
て
他
の
星
界
へ
向
か
う
。

　
次
に
訪
れ
る
「
理
学
界
」
は
、
科
学
が
非
常
に
発
達
し
た
星
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
人
々
は
、
頭
部
が
大
き
く
身
体
は
小
さ

い
。
政
府
の
代
わ
り
に
学
校
制
度
が
完
備
し
、
「
政
治
教
育
一
致
」
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
。
全
て
の
学
校
は
「
理
学
科
」
の
み
を

有
し
、
問
題
の
解
決
や
意
思
決
定
は
、
常
に
「
学
理
」
に
も
と
つ
い
て
な
さ
れ
る
。

　
こ
こ
に
は
政
治
的
抑
圧
も
不
合
理
な
社
会
問
題
も
存
在
し
な
い
。
「
理
学
」
の
発
達
に
よ
っ
て
、
生
活
の
快
適
さ
や
人
々
の
健
康

は
完
全
に
保
証
さ
れ
て
い
る
。

　
想
像
子
は
、
こ
れ
こ
そ
理
想
の
世
界
で
あ
る
と
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て
「
昼
夜
寒

暖
」
は
す
で
に
存
在
せ
ず
、
不
治
の
病
も
存
在
し
な
い
こ
の
世
界
で
は
、
人
々
は
睡
眠
を
と
る
こ
と
も
毎
日
食
事
を
す
る
こ
と
も
な

い
。
「
一
生
無
眠
の
世
界
」
を
駆
け
抜
け
て
い
く
人
々
の
平
均
寿
命
は
、
三
十
年
に
満
た
な
い
。

　
そ
れ
で
も
、
そ
の
入
生
は
決
し
て
短
い
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
不
眠
不
休
で
暮
ら
す
生
活
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
睡
眠
や
食
事
と
い
っ
た
雑
事
か
ら
こ
の
世
界
の
住
人
た
ち
は
解
放
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の

人
々
の
寿
命
は
決
し
て
長
く
は
な
い
が
、
無
駄
を
そ
ぎ
落
と
し
た
人
生
の
二
生
涯
働
作
」
の
時
間
は
、
人
生
の
ほ
と
ん
ど
の
時
間
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を
無
駄
に
費
や
す
我
々
の
世
界
の
住
人
の
働
作
時
間
よ
り
は
遥
か
に
長
い
。

　
こ
の
星
界
の
住
民
は
い
う
。

わ
が
国
は
二
十
七
年
半
の
定
寿
な
れ
ど
も
、
そ
の
間
眠
息
な
く
病
臥
な
く
、
た
だ
百
日
に
一
回
食
事
を
と
る
の
み
（
中
略
）
ゆ
え

に
知
る
べ
し
。
こ
の
国
の
人
寿
は
貴
国
の
五
倍
な
る
こ
と
を
。
い
ず
く
ん
そ
こ
れ
を
短
寿
と
い
い
て
斥
す
る
を
得
ん
や
。
（
8
）

想
像
子
は
、
そ
の
論
理
に
感
嘆
し
つ
つ
も
理
学
界
を
あ
と
に
す
る
。

二
．
旅
路
の
果
て
に
　
i
精
神
性
の
向
上
と
理
想
世
界

　
結
局
、
ど
こ
に
も
完
全
な
理
想
世
界
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
想
像
子
は
、

失
い
、
一
人
の
「
仙
士
」
に
出
会
う
。

さ
ら
に
「
不
死
国
」
を
探
す
う
ち
に
帰
る
べ
き
道
を
見

仙
二
汝
、
な
ん
の
た
め
に
た
め
に
、
こ
の
無
限
の
限
、
無
涯
の
涯
の
間
に
来
た
り
し
や
。
」

想
　
「
余
、
不
死
国
を
探
ら
ん
が
た
め
に
こ
こ
に
来
た
れ
る
な
り
。
」

仙
…
「
不
死
国
は
す
な
わ
ち
こ
の
天
界
な
り
、
不
死
人
は
す
な
わ
ち
わ
れ
な
り
。
」

想
‥
「
こ
れ
天
空
な
り
、
国
土
に
あ
ら
ず
。
い
ず
く
ん
そ
こ
れ
を
不
死
国
と
い
う
を
得
ん
や
。
」

仙
一
「
不
死
国
は
一
定
の
国
土
な
く
一
定
の
方
位
な
く
、
上
下
に
わ
た
り
て
際
涯
な
く
、
古
今
を
貫
き
て
窮
極
な
く
、
宇
宙
を

　
も
っ
て
国
と
し
、
万
界
を
も
っ
て
家
と
し
、
空
間
を
も
っ
て
礎
と
し
、
時
間
を
も
っ
て
柱
と
し
、
方
位
な
き
を
も
っ
て
方
位
と
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し
、
国
土
な
き
を
も
っ
て
国
土
と
す
。
（
9
）

　
こ
の
形
体
な
き
精
神
世
界
に
は
、
一
定
の
方
向
な
く
、
政
府
な
く
、
法
律
な
く
、
財
産
な
く
、
教
育
制
度
な
く
、
老
少
男
女
の
別

な
く
、
昼
夜
、
寒
暖
、
眠
食
も
な
い
。
こ
の
世
界
は
「
肉
眼
」
で
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
「
心
眼
」
に
よ
っ
て
し
か
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
。

　
こ
の
無
形
の
天
界
が
「
哲
学
界
」
で
あ
る
。
こ
の
星
界
は
、
有
形
世
界
の
相
対
的
歓
楽
（
仮
楽
）
を
超
越
し
た
、
絶
対
の
歓
楽

（
真
楽
）
が
実
現
し
た
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
円
了
は
、
こ
の
仙
士
と
の
問
答
を
く
り
返
す
う
ち
に
、
な
ぜ
自
分
が
理
想
の
世
界
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
悟
る
。

　
あ
あ
、
こ
の
界
は
余
は
久
し
く
祈
願
し
て
来
生
せ
ん
と
欲
せ
し
世
界
な
り
。
あ
あ
、
こ
の
土
は
余
が
長
く
渇
望
し
て
永
住
せ
ん
と

　
欲
せ
し
国
土
な
り
。
し
か
し
て
、
余
が
今
日
ま
で
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
り
し
は
、
有
形
界
の
ほ
か
に
無
形
界
あ
る

　
こ
と
を
知
ら
ず
、
相
対
的
歓
楽
の
ほ
か
に
絶
対
的
歓
楽
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
に
よ
る
。

相
対
的
理
想
を
求
め
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
絶
対
的
理
想
世
界
に
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
有
形
界
」
の
歓
楽
は
「
相
対
的
歓

楽
」
で
あ
り
、
「
無
形
界
」
に
お
け
る
「
不
苦
不
楽
」
の
「
絶
対
的
歓
楽
」
と
は
質
的
に
異
な
る
。
有
形
界
の
理
想
に
は
、
必
ず
限

界
が
と
も
な
う
の
だ
。

　
共
和
界
に
て
は
い
ま
だ
政
府
の
圧
制
を
免
れ
ず
、
商
法
界
に
て
は
い
ま
だ
運
命
の
圧
制
を
免
れ
ず
、
女
子
界
に
て
は
女
子
の
圧
制
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あ
り
、
老
人
界
に
て
は
老
人
の
圧
制
あ
り
、
理
学
界
に
て
は
学
者
の
圧
制
あ
り
。

ど
の
星
界
に
も
、
絶
対
の
自
由
の
境
地
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
各
界
そ
れ
ぞ
れ
に
各
々
の
「
苦
」
が
あ
る
。

共
和
界
も
商
法
界
も
女
子
界
も
老
人
界
も
理
学
界
も
、
あ
る
い
は
刑
罰
の
苦
あ
り
、
あ
る
い
は
貧
賎
の
苦
あ
り
、
あ
る
い
は
衣
服

の
苦
あ
り
、
あ
る
い
は
妻
子
の
苦
あ
り
、
あ
る
い
は
病
患
の
苦
あ
り
、
あ
る
い
は
生
死
の
苦
あ
り
。
こ
れ
、
な
ん
ぞ
歓
楽
の
界
な

ら
ん
や
。
（
1
0
）

円
了
は
、
こ
の
相
対
的
歓
楽
も
相
対
的
苦
も
超
越
し
た
「
不
苦
不
楽
」
の
絶
対
的
歓
楽
の
世
界
に
、
永
住
す
る
こ
と
を
望
む
。

し
、
仙
士
は
「
有
形
界
の
義
務
」
を
全
う
す
る
ま
で
は
、
こ
の
世
界
に
住
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

　
有
形
界
の
義
務
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

し
か

上
に
政
府
あ
れ
ば
政
府
に
対
す
る
義
務
あ
り
、
君
主
あ
れ
ば
君
主
に
対
す
る
義
務
あ
り
、
内
に
父
母
あ
れ
ば
父
母
に
対
す
る
義
務

あ
り
、
妻
子
あ
れ
ば
妻
子
に
対
す
る
義
務
あ
り
、
朋
友
あ
れ
ば
朋
友
の
義
務
あ
り
、
社
会
あ
れ
ば
社
会
の
義
務
あ
り
、
国
家
の
義

務
あ
り
、
祖
先
の
義
務
あ
り
、
万
物
の
義
務
あ
り
、
天
地
の
義
務
あ
り
、
自
己
の
身
体
に
対
す
る
義
務
あ
り
。
（
1
1
）

こ
れ
ら
の
義
務
を
全
う
し
た
う
え
で
、
は
じ
め
て
こ
の
絶
対
的
歓
楽
の
世
界
に
住
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
仙
士
は
、
自
分
は
「
釈
迦
牟
尼
」
で
あ
る
と
告
げ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
傍
ら
に
は
三
聖
人
が
あ
っ
て
、

そ
れ
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そ
れ
に
孔
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、

　
釈
迦
は
言
う
。

カ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。

56

実
に
汝
の
世
界
は
苦
界
な
り
。

る
船
な
る
こ
と
を
。
（
1
2
）

し
か
れ
ど
も
、
そ
の
苦
は
即
ち
楽
界
に
達
す
る
道
な
り
。
請
う
、
汝
記
せ
よ
、
苦
は
楽
岸
に
達
す

こ
れ
ら
「
四
聖
」
の
言
葉
に
感
激
し
た
円
了
は
、
「
速
や
か
に
本
土
に
帰
り
て
人
生
の
義
務
を
全
う
し
、
再
び
こ
の
界
に
来
た
る
べ

し
」
と
誓
っ
て
、
現
実
の
世
界
へ
帰
還
す
る
。

　
「
苦
界
」
の
諸
問
題
の
相
対
的
解
決
は
、
た
と
え
そ
の
極
限
に
至
っ
て
も
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
一
方
に
偏
す
れ
ば
、
必
ず
他

の
課
題
が
生
じ
る
。
有
形
界
の
問
題
に
絶
対
的
解
決
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
絶
対
的
歓
楽
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
精
神
の
充
足
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
「
共
和
界
」
か
ら
は
じ
ま
る
円
了
の
星
界
旅
行
は
、
た
ん
に
荒
唐
無
稽
な
夢
想
で
は
な
く
、
西
洋
の
近
代
思
想
や
学
問
か
ら
学
ん

だ
知
識
、
さ
ら
に
は
海
外
視
察
に
よ
っ
て
見
聞
し
た
現
在
進
行
形
の
社
会
変
革
の
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
し
た
う
え
で
、
来
る
べ
き
世
界

に
お
け
る
精
神
界
（
哲
学
界
）
の
重
要
性
を
確
信
す
る
に
至
る
、
円
了
の
思
索
の
旅
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
理
想
の
世
界
の
実
現
は
、
共
和
制
の
よ
う
な
新
し
い
政
治
体
制
の
確
立
、
女
子
界
や
老
人
界
の
よ
う
な
文
化
の
変
革
、
理
学
界
に

お
け
る
よ
う
な
高
度
の
技
術
革
新
、
さ
ら
に
は
商
法
界
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の
充
実
と
い
っ
た
、
相
対
的
な
社
会
変

革
だ
け
で
は
完
成
し
な
い
。
社
会
を
形
成
す
る
人
々
の
意
識
変
革
と
精
神
の
充
足
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
変
革
の
根
底
に
あ
っ

て
、
来
る
べ
き
近
代
国
家
を
支
え
る
の
で
あ
る
。



　
こ
う
し
た
円
了
の
意
識
の
背
景
に
は
、
星
界
旅
行
に
先
立
っ
て
遂
行
さ
れ
た
最
初
の
世
界
旅
行
の
経
験
と
、

重
ん
じ
る
円
了
の
特
異
な
哲
学
理
論
が
あ
る
。

思
索
よ
り
も
実
践
を

三
．
我
入
の
渇
望
し
た
る
明
治
二
十
三
年
　
ー
近
代
日
本
の
確
立
期
と
井
上
円
了
－

　
伊
豆
修
善
寺
の
温
泉
で
、
「
想
像
子
（
‖
円
了
）
」
の
精
神
が
星
界
を
旅
す
る
前
年
の
明
治
二
一
年
六
月
九
日
か
ら
、
翌
二
二
年
六

月
二
一
日
ま
で
、
円
了
は
米
欧
各
国
を
訪
問
し
て
、
イ
ン
ド
・
中
国
を
経
由
し
て
日
本
に
帰
る
と
い
う
最
初
の
世
界
旅
行
を
行
な
っ

て
い
る
。
一
年
間
を
超
え
る
こ
の
旅
の
記
録
は
、
明
治
二
二
年
に
『
欧
米
各
国
　
政
教
日
記
（
上
・
下
）
』
と
題
し
て
、
哲
学
書
院

か
ら
出
版
さ
れ
た
。
上
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
八
月
、
下
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
二
月
で
あ
る
。
ま
さ
に
円
了
が
、
修
善
寺
の
温

泉
で
「
我
人
の
渇
望
し
た
る
明
治
二
十
三
年
」
を
待
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
後
、
円
了
は
他
に
二
回
の
世
界
旅
行
を
行
な
い
、
全
三
回
の
世
界
旅
行
に
お
い
て
、
世
界
の
文
明
圏
の
ほ
と
ん
ど
を
隈
な
く

視
察
し
て
い
る
。
毎
回
、
旅
行
記
を
出
版
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
欧
米
各
国
　
政
教
日
記
』
は
、
欧
米
各
国
の
宗
教
・
教
育
・
風
俗

に
重
き
を
お
い
た
見
聞
録
で
あ
り
、
「
政
教
子
（
1
1
井
上
円
了
）
」
が
、
そ
の
国
固
有
の
文
化
や
宗
教
を
紹
介
す
る
形
式
を
と
っ
て
い

る
。　

円
了
の
大
望
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

政
教
子
（
目
円
了
）
、
一
日
机
に
よ
り
新
〔
聞
〕
紙
を
読
む
に
、
天
下
の
論
峰
よ
う
や
く
進
み
て
政
教
の
版
図
に
入
り
、
舌
戦
、

筆
闘
、
檀
上
や
や
穏
や
か
な
ら
ざ
る
事
情
あ
る
を
見
る
。
立
ち
て
社
会
の
風
潮
を
う
か
が
え
ば
、
政
海
の
波
、
よ
う
や
く
高
く
、

教
天
の
光
の
た
め
に
暗
き
を
覚
ゆ
。
政
教
子
す
な
わ
ち
お
も
え
ら
く
、
こ
れ
、
あ
に
書
窓
に
閑
座
す
る
の
と
き
な
ら
ん
や
。
（
中
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略
）
今
や
わ
が
国
、
政
教
の
関
係
よ
う
や
く
密
に
、
政
教
の
論
場
よ
う
や
く
や
か
ま
し
く
、
ま
さ
に
そ
の
影
響
を
一
国
独
立
の
上

に
及
ぼ
さ
ん
と
す
る
の
勢
い
あ
り
。
政
教
子
こ
こ
に
お
い
て
、
奮
然
一
起
し
て
遠
洋
万
里
の
途
に
上
り
、
欧
米
政
教
の
大
勢
を
一

見
せ
ん
と
す
る
に
至
り
し
な
り
〔
1
3
）
。
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明
治
二
二
年
に
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
（
明
治
二
一
二
年
施
行
）
さ
れ
、
翌
二
三
年
に
は
帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
る
。
さ
ら

に
は
、
明
治
二
三
年
に
教
育
の
刷
新
を
求
め
て
「
徳
育
酒
養
の
義
に
つ
き
建
議
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
同
年
「
教
育
勅

語
」
が
成
立
し
、
勅
語
の
奉
読
式
を
中
心
に
し
た
学
校
行
事
や
国
民
の
祝
日
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
社
会
状
況
の
も

と
で
、
円
了
は
新
た
な
近
代
国
家
の
「
実
際
哲
学
」
を
求
め
て
、
欧
米
各
国
を
歴
訪
す
る
世
界
旅
行
に
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
維
新
以
来
、
日
本
の
「
国
家
の
改
良
」
に
よ
っ
て
「
政
府
の
事
業
」
や
「
会
社
の
事
業
」
は
大
い
に
進
歩
し
た
が
、
人
々
の

風
俗
、
精
神
気
質
、
人
物
人
品
、
徳
義
、
礼
節
な
ど
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
進
歩
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
円
了
は
、
欧

米
各
国
固
有
の
，
政
教
‖
実
際
哲
学
」
を
詳
し
く
観
察
し
、
日
本
の
将
来
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
旅
を
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
「
政
教
子
」
と
い
う
呼
称
は
、
こ
う
し
た
円
了
の
意
図
を
反
映
し
た
も
の
だ
。

政
教
子
曰
く
、
政
教
す
な
わ
ち
哲
学
な
り
。
哲
学
に
理
論
哲
学
あ
り
、
実
際
哲
学
あ
り
、

の
目
的
は
真
理
を
発
見
す
る
に
あ
る
を
も
っ
て
、
人
外
に
道
を
講
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

に
あ
る
を
も
っ
て
、
人
中
に
道
を
応
用
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
1
4
）

政
教
は
実
際
哲
学
に
属
す
。
理
論
哲
学

実
際
哲
学
の
目
的
は
実
益
を
興
起
す
る

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
北
米
を
横
断
し
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ッ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
風
俗
、
宗



教
、
教
育
の
実
情
を
自
分
の
目
で
確
認
し
、
肌
で
感
じ
た
円
了
を
感
嘆
さ
せ
た
の
は
、

と
個
性
を
保
持
し
な
が
ら
、
近
代
国
家
の
確
立
を
進
め
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

各
々
の
国
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
文
化
と
思
想

人
民
み
な
独
立
の
精
神
・
思
想
を
有
す
る
を
も
っ
て
、
各
国
み
な
独
立
の
学
問
あ
り
、
独
立
の
事
業
あ
り
、
独
立
の
組
織
あ
り
、

独
立
の
目
的
あ
り
、
独
立
の
風
習
あ
り
、
独
立
の
礼
式
あ
り
、
独
立
の
宗
教
あ
り
。
そ
の
独
立
と
は
な
ん
ぞ
や
。
曰
く
、
フ
ラ
ン

ス
は
事
々
物
々
の
上
に
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
風
を
存
し
て
英
国
の
風
に
異
な
り
、
英
国
は
内
外
上
下
の
間
に
英
国
固
有
の
風
を
存
し

て
米
国
の
風
に
異
な
る
を
い
う
。
（
1
5
）

明
治
二
二
年
六
月
、
こ
の
世
界
一
周
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
円
了
は
、
自
ら
設
立
し
た
「
哲
学
館
」
を
改
良
し
て
、
「
日
本
主
義
の
大

学
」
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
意
識
は
、
欧
米
各
国
の
近
代
化
の
成
功
の
背
景
に
は
各
国
固
有
の
精
神

的
支
柱
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
民
の
活
力
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
円
了
が
、
肌
身
に
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　
円
了
は
、
明
治
二
二
年
七
月
に
「
哲
学
館
改
良
ノ
目
的
二
関
シ
テ
意
見
」
を
発
表
。
欧
米
各
国
を
歴
訪
し
て
感
じ
た
「
教
育
改

良
」
の
方
針
に
つ
い
て
、
①
日
本
国
固
有
の
学
術
・
宗
教
を
研
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
、
②
西
洋
の
学
術
ば
か
り
で
な
く
東
洋
学
を

研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
③
人
物
人
品
人
徳
を
養
成
す
る
教
育
法
の
必
要
性
、
と
い
う
三
点
に
絞
っ
て
論
じ
て
い
る
（
1
6
）
。

　
さ
ら
に
八
月
に
は
、
「
哲
学
館
将
来
ノ
目
的
」
を
公
表
、
一
〇
月
に
は
「
哲
学
館
目
的
ニ
ツ
イ
テ
］
を
発
表
し
て
、
自
ら
の
教
育

方
針
の
転
換
を
具
現
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
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西
洋
今
日
ノ
文
明
ヲ
以
テ
唯
僅
二
政
治
法
律
等
ノ
進
歩
二
帰
ス
ル
ア
ラ
バ
甚
シ
キ
誤
謬
ナ
リ
其
文
明
ハ
全
ク
教
育
宗
教
等
ヨ
リ
百

般
ノ
技
術
工
芸
及
ヒ
商
法
等
凡
百
ノ
進
歩
セ
シ
結
果
ニ
シ
テ
彼
ノ
政
治
法
律
等
ノ
如
キ
ハ
僅
二
其
一
部
分
ノ
ミ
（
中
略
）
此
小
部

分
ナ
ル
政
府
ヲ
改
良
セ
シ
ト
テ
之
ヨ
リ
広
大
ナ
ル
一
国
の
基
礎
ヲ
改
良
セ
サ
レ
ハ
素
ヨ
リ
真
ノ
文
明
ヲ
希
フ
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
甚
タ

観
易
キ
ノ
理
ナ
リ
而
シ
テ
此
広
大
ナ
ル
基
礎
即
チ
国
民
全
体
ノ
改
良
ヲ
ナ
ス
ハ
果
シ
テ
何
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
其
教
育
家
宗
教
家
哲
学
家

ナ
ル
コ
ト
問
ハ
ス
シ
テ
明
カ
ナ
ル
ヘ
シ
（
1
7
）
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政
治
や
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
改
良
は
、
社
会
を
根
底
か
ら
変
革
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
欧
米
の
近
代
国
家
の
実
情
を
見
聞
し
、

修
善
寺
の
温
泉
で
想
を
練
っ
て
い
た
円
了
が
求
め
て
い
た
の
は
、
よ
り
根
本
的
な
コ
国
ノ
基
礎
」
の
改
良
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

「
国
民
全
体
ノ
改
良
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
円
了
の
提
唱
す
る
の
が
「
日
本
主
義
の
大
学
」
の
確
立
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
日
本
主
義
」
は
、
皇
国
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
決
し
て
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
東
洋
大
学
が
発

行
し
て
い
る
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』
の
な
か
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
表
面
の
目
的
で
あ
る
「
日
本
主
義
」
の
裏
面

に
、
宇
宙
や
学
理
を
探
求
す
る
「
宇
宙
主
義
」
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
1
8
）
。
「
国
の
本
は
精
神
に
あ
ク
」
と
し
、

近
代
日
本
の
形
成
を
支
え
る
精
神
的
支
柱
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
円
了
の
「
日
本
主
義
」
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　
新
し
い
政
治
体
制
の
確
立
や
文
化
の
変
革
、
技
術
革
新
や
経
済
シ
ス
テ
ム
の
充
実
と
い
っ
た
、
円
了
が
「
有
形
上
の
文
明
」
と
呼

ぶ
領
域
に
お
い
て
は
、
当
時
の
日
本
は
す
で
に
一
定
の
成
果
を
得
て
い
た
（
と
、
円
了
は
判
断
し
て
い
る
）
。
し
か
し
、
近
代
国
家

に
相
応
し
い
「
無
形
上
の
文
明
」
の
確
立
は
、
欧
米
の
国
々
に
比
し
て
遥
か
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
（
と
、
円
了
は
感
じ
て
い
た
）
。

日
本
の
近
代
国
家
の
黎
明
期
に
、
新
た
な
時
代
の
精
神
的
支
柱
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
た
円
了
が
、
伊
豆
修
善
寺
の
温
泉
で
想
像

上
の
旅
に
出
立
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



　
実
際
に
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
当
時
の
状
況
に
お
い
て
想
定
可
能
な
文
化
や
社
会
の
革
新
を
極
端
な
か
た
ち
で
誇
張
し
、
椰

楡
・
戯
画
化
し
た
「
星
界
」
の
国
々
は
、
欧
米
各
国
の
実
情
を
自
ら
見
聞
し
た
「
政
教
子
（
ー
円
了
）
」
が
、
今
度
は
「
想
像
子

（
‖
円
了
）
」
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
国
家
の
方
向
性
を
探
る
思
索
の
旅
の
な
か
で
遭
遇
し
た
、
近
代
国
家
の
可
能
性
を
具
体
的
に
表

現
し
た
世
界
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
夢
の
よ
う
な
星
界
の
旅
路
の
果
て
に
円
了
は
「
哲
学
界
」
へ
到
達
し
、
理
想
の
世
界
の
実
現
の
た
め
に
は
、
社
会
や
制

度
の
変
革
に
先
立
っ
て
精
神
の
変
革
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。

四
．
哲
学
館
と
哲
学
堂
　
　
　
啓
蒙
か
ら
修
養
へ

　
「
日
本
主
義
の
大
学
」
を
目
指
し
た
哲
学
館
の
経
営
は
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
は
、
私
立
学
校
に
認
可
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
教
員
免
許
無
試
験
検
定
許
可
の
認
可
を
受
け
る
な
ど
、
順
調
に
推
移
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
明
治
三
五
年
の

第
二
回
海
外
視
察
中
に
生
じ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
館
事
件
」
を
境
に
し
て
、
円
了
の
啓
蒙
活
動
は
大
き
く
方
向
転
換
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
明
治
三
六
年
、
円
了
は
『
修
身
教
会
設
立
旨
趣
』
を
刊
行
し
て
、
新
た
な
社
会
教
育
・
啓
蒙
活
動
の
構
想
を
披
歴
し
、
翌
三
七
年

に
は
哲
学
館
大
学
長
に
就
任
す
る
。
し
か
し
、
結
局
は
精
神
的
な
疲
労
か
ら
学
校
経
営
を
断
念
。
学
校
教
育
か
ら
身
を
退
い
た
円
了

は
、
独
自
の
社
会
教
育
活
動
に
取
り
組
む
た
め
に
、
明
治
三
九
年
以
後
は
、
明
治
三
七
年
に
建
設
し
た
哲
学
堂
に
退
隠
し
て
、
修
身

教
会
運
動
と
哲
学
堂
の
拡
張
の
た
め
に
全
国
の
巡
講
を
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

　
哲
学
堂
は
、
哲
学
館
大
学
の
設
立
を
記
念
し
て
、
釈
迦
、
孔
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
カ
ン
ト
を
三
間
四
面
の
小
堂
に
祀
る
「
四
聖

堂
」
を
建
立
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
「
哲
学
堂
」
と
も
称
さ
れ
た
こ
の
建
物
を
中
心
に
、
円
了
は
「
精
神
修
養
」
の
た
め
の
公
園
を
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整
備
し
、
活
発
な
講
演
活
動
な
ど
か
ら
得
た
資
金
を
投
入
し
て
設
備
を
拡
充
。
宇
宙
の
神
秘
と
人
生
の
意
味
を
探
究
す
る
道
程
を
具

現
化
し
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
公
園
を
設
立
す
る
。

　
「
精
神
修
養
的
私
設
公
園
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
の
哲
学
堂
公
園
は
、
「
教
育
的
、
倫
理
的
、
哲
学
的
精
神
修
養
」
の
た
め
に
建

設
さ
れ
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
た
聖
賢
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
精
神
の
修
養
を
促
す
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
こ
の
哲
学

堂
が
、
学
校
教
育
か
ら
社
会
教
育
へ
と
方
向
性
を
変
え
た
、
円
了
の
後
半
生
の
啓
蒙
活
動
の
拠
点
と
な
る
（
1
9
）
。

　
学
校
教
育
を
退
い
た
円
了
は
、
明
治
三
九
年
に
『
修
身
教
会
要
旨
』
を
発
表
。
「
国
家
の
実
力
」
を
酒
養
す
る
た
め
に
は
、
国
民

一
人
ひ
と
り
の
民
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
学
校
教
育
の
「
修
身
］
に
加
え
て
、
学
校
以
外
の
修
身
教
育
を
担
う
活
動
の

必
要
性
を
訴
え
た
。

　
円
了
は
、
伝
統
的
価
値
観
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
当
時
の
家
庭
や
地
域
社
会
に
は
、
修
身
教
育
の
役
割
は
期
待
で
き
な
い
と
し
て
、

海
外
視
察
中
に
感
嘆
し
た
、
欧
米
の
国
力
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
「
教
会
」
の
日
曜
学
校
な
ど
の
社
会
活
動
に
言
及
し
て
、
「
学

校
教
育
」
と
「
宗
教
教
会
」
が
一
致
し
て
推
進
す
る
「
修
身
教
会
」
の
全
国
的
な
組
織
化
を
提
言
し
て
い
る
。

　
そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
円
了
は
仏
教
寺
院
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
、
「
出
世
間
道
」
か
ら
「
世
間
教
」
へ
の
転
換
を
訴
え
て
い
る

が
、
必
ず
し
も
仏
教
1
1
宗
教
と
は
定
義
し
て
い
な
い
。
当
時
の
宗
教
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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我
邦
の
宗
教
は
大
に
衰
へ
た
り
と
云
ふ
も
、
未
だ
廃
滅
せ
る
に
あ
ら
ず
、
国
内
到
る
処
寺
院
の
あ
ら
ざ
る
な
く
、
僧
侶
の
住
せ
ざ

る
な
く
、
現
今
猶
ほ
七
八
万
の
寺
院
と
十
万
以
上
の
僧
侶
あ
り
と
云
ふ
其
外
に
神
道
教
会
あ
り
、
耶
蘇
教
会
あ
り
、
此
等
の
寺
院

教
会
が
毎
日
曜
町
村
の
人
民
を
集
め
て
、
修
身
の
講
話
を
為
す
に
至
ら
ば
、
そ
の
効
力
著
し
か
る
べ
き
（
2
0
）



修
身
教
会
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
宗
派
や
宗
教
の
違
い
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
宗
教
活
動
の
在

り
方
で
あ
る
。
修
身
教
会
は
、
旧
来
の
宗
派
や
教
派
の
枠
組
み
や
伝
統
的
な
共
同
体
の
範
疇
を
超
え
た
、
新
た
な
地
域
社
会
の
自
主

的
な
教
化
活
動
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
円
了
が
構
想
し
て
い
た
修
身
教
会
の
組
織
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一、

C
身
教
会
の
目
的
は
国
民
に
吾
人
の
平
常
守
る
べ
き
諸
般
の
道
徳
を
知
ら
し
め
、
且
つ
行
は
し
む
る
に
あ
り
、

一、

沂
ｳ
会
は
各
町
村
人
民
の
協
議
に
よ
り
て
設
立
し
、
其
団
体
の
自
治
に
よ
り
て
管
理
し
、
其
地
方
の
情
況
に
応
し
て
組
織
す

　
べ
し
、

一、

沂
ｳ
会
は
毎
日
曜
若
く
は
隔
週
に
開
く
べ
し
、
但
し
地
方
の
情
況
に
よ
り
て
冬
期
は
毎
週
、
夏
期
は
一
月
一
回
と
す
る
も
可

な
り
、

、
此
教
会
は
寺
院
若
く
は
適
宜
の
場
処
に
於
て
之
を
開
き
、
僧
侶
教
員
各
出
席
し
て
講
話
を
為
す
べ
し
、
而
し
て
会
長
に
は
町

村
長
若
く
は
町
村
中
の
最
も
名
望
あ
る
も
の
を
推
選
し
、
町
村
内
の
僧
侶
及
教
員
を
は
皆
講
師
と
し
て
待
遇
す
べ
し
、
（
2
1
）

　
教
会
の
時
間
は
、
午
前
九
時
～
一
一
時
く
ら
い
。
最
初
に
勅
語
を
奉
読
し
、
次
に
教
員
の
講
話
、
さ
ら
に
は
僧
侶
の
教
講
と
い
っ

た
順
序
を
設
け
、
講
話
の
問
に
は
音
楽
唱
歌
の
時
間
を
設
け
る
と
い
っ
た
構
想
も
披
歴
さ
れ
て
い
る
。

　
各
地
の
修
身
教
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
に
応
じ
て
独
自
に
組
織
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
円
了
は
情
報
を
共
有
す
る
た
め
に

『
修
身
教
会
雑
誌
』
（
『
修
身
』
）
を
創
刊
し
、
全
国
各
地
を
周
遊
し
て
趣
旨
の
徹
底
と
活
動
の
拡
大
を
図
っ
た
。
全
国
各
地
（
台
湾
や

朝
鮮
半
島
、
樺
太
と
い
っ
た
地
域
を
含
む
）
を
隈
な
く
巡
回
し
、
講
演
活
動
を
行
う
円
了
の
巡
講
は
、
大
正
八
年
に
円
了
が
逝
去
す
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る
直
前
ま
で
活
発
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
大
正
七
年
の
円
了
自
身
に
よ
る
概
算
（
『
南
船
北
馬
集
　
第
一
六
編
』
）

間
に
円
了
が
巡
講
し
た
地
域
と
聴
衆
の
総
計
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

に
よ
れ
ば
、
明
治
三
九
年
か
ら
大
正
七
年
ま
で
の
一
三
年

64

総
合
計
　
五
十
四
市
、
四
百
八
十
一
郡
、

千
六
百
七
十
五
人
（
聴
衆
）

二
千
二
百
六
十
一
町
村
、
二
千
九
百
八
十
六
カ
所
、
五
千
五
百
三
席
、
百
三
十
七
万
八

円
了
の
全
国
巡
講
に
つ
い
て
は
、
三
浦
節
夫
氏
が
『
南
船
北
馬
集
』
な
ど
の
記
録
を
集
計
し
て
、
詳
し
い
巡
講
地
図
や
集
計
表
を
ま

と
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
平
均
し
て
一
年
間
の
聴
衆
は
一
〇
万
人
を
超
え
て
お
り
、
ピ
ー
ク
時
に
は
年
間
一
七
万
人
を
超
え

て
い
る
。
巡
回
地
も
ほ
ぼ
全
国
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
巡
回
日
数
も
多
い
年
に
は
年
間
二
八
〇
日
を
超
え
て
い
る
（
2
2
）
。

　
円
了
の
構
想
し
た
修
身
教
会
運
動
自
体
は
、
期
待
し
た
よ
う
な
組
織
化
の
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
全
国
巡
講
自
体

は
、
一
個
人
の
活
動
と
し
て
は
類
を
見
な
い
大
規
模
な
講
演
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
円
了
は
、
講
演
活
動
か
ら
得
た

収
入
（
多
く
は
揮
毫
に
よ
る
）
を
哲
学
堂
の
拡
張
に
費
や
し
、
四
聖
堂
を
中
心
と
す
る
哲
学
堂
の
整
備
を
進
め
た
。

　
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
、
円
了
は
「
修
身
教
会
」
を
「
国
民
道
徳
普
及
会
」
と
改
称
し
、
雑
誌
『
修
身
』
を
廃
刊
し
て
、
「
会
員

を
募
集
せ
ず
分
会
も
支
部
も
設
け
ざ
る
」
啓
蒙
活
動
に
方
向
転
換
し
た
。
「
国
民
道
徳
普
及
会
旨
趣
及
び
参
考
条
目
」
に
よ
れ
ば
、

甲
・
乙
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
ず
つ
の
計
四
〇
の
演
題
を
例
示
し
た
う
え
で
、
「
国
民
道
徳
普
及
の
旨
趣
の
外
に
教
育
、
宗
教
、
倫
理
道
徳
、

妖
怪
談
、
旅
行
談
、
等
に
関
し
広
く
学
術
上
の
演
説
講
義
の
依
頼
」
に
応
じ
る
と
し
て
い
る
（
2
3
）
。

　
自
ら
の
講
演
活
動
は
一
定
の
成
果
を
収
め
る
一
方
で
、
各
地
の
修
身
教
会
の
組
織
化
は
進
ま
な
い
現
状
を
省
み
て
、
円
了
は
活
動



の
方
向
転
換
を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
大
正
八
年
二
月
『
東
洋
哲
学
』
（
第
二
六
編
第
二
号
）
誌
上
に
掲
載
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
最
後
の
論
文
と
な
っ

た
「
哲
學
上
に
於
け
る
余
の
使
命
」
の
な
か
で
、
円
了
は
哲
学
堂
（
道
徳
山
哲
学
寺
）
を
本
山
と
す
る
「
哲
学
宗
」
の
構
想
を
披
歴

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

哲
学
の
向
上
門
の
理
論
は
三
千
年
間
の
諸
家
の
研
究
よ
り
大
本
は
既
に
定
ま
つ
て
居
る
、
只
枝
葉
の
末
理
を
争
ふ
だ
け
が
今
日
の

哲
学
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
其
根
本
を
握
り
さ
え
す
れ
ば
足
れ
り
と
思
ふ
、
而
し
て
之
を
握
る
に
は
諸
家
の
書
を
渉
猟
す
る
に
及

ば
ず
只
一
巻
の
小
哲
学
史
を
通
読
す
る
の
み
に
て
宜
い
、
其
上
は
実
行
問
題
を
研
究
す
る
や
う
に
し
た
い
、
い
よ
く
実
行
が
出

来
さ
へ
す
れ
ば
、
た
と
ひ
其
人
は
未
だ
学
は
ず
と
い
ふ
と
難
も
、
我
は
之
を
学
び
た
り
と
い
ふ
つ
も
り
で
あ
る
、
楮
て
其
実
行
方

法
に
就
て
は
、
多
年
実
究
の
結
果
と
し
て
唱
念
法
を
考
定
し
た
（
2
4
）

晩
年
の
円
了
が
、
「
哲
学
の
通
俗
化
」
（
教
育
・
著
述
活
動
）
や
「
哲
学
の
実
行
化
」
（
社
会
教
育
・
講
演
活
動
）
と
い
っ
た
、
生
涯

の
啓
蒙
活
動
の
帰
結
と
し
て
構
想
し
た
の
が
「
哲
学
宗
」
で
あ
っ
た
。

　
円
了
は
、
「
哲
学
を
実
行
化
す
る
と
き
は
、
必
ず
一
種
の
宗
教
と
な
つ
て
現
は
る
x
や
う
に
な
る
之
を
哲
学
宗
と
名
け
た
い
」
と

す
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
九
年
か
ら
の
二
二
年
間
に
、
「
全
国
七
分
通
り
」
を
巡
り
終
え
た
講
演
旅
行
の
「
残
り
の
三
分
」
を
巡
了

し
た
後
に
、
哲
学
堂
に
訪
れ
る
人
々
に
哲
学
宗
の
「
宗
意
」
を
説
法
し
、
同
時
に
哲
学
宗
の
バ
イ
ブ
ル
と
な
る
「
教
書
」
を
編
纂
し

て
、
全
国
の
同
志
を
集
め
た
「
教
団
」
を
組
織
す
る
と
い
う
、
壮
大
な
構
想
を
展
開
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
哲
学
宗
」
の
バ
イ
ブ
ル
を
編
纂
し
、
教
団
を
組
織
す
る
と
い
う
円
了
の
構
想
は
、
大
正
八
年
の
講
演
旅
行
中
に
円
了
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が
大
連
で
逝
去
し
た
た
め
に
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
円
了
の
晩
年
の
活
動
も
ま
た
、
理
想
の
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
三
国
ノ
基
礎
」
で
あ
る
「
国
民
全
体
ノ
改
良
」
が

必
要
で
あ
る
と
し
、
人
々
の
精
神
的
な
啓
蒙
を
目
指
し
た
円
了
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
愛
国
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
円
了
本
人
も

し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
前
半
生
の
学
校
経
営
と
後
半
生
の
社
会
教
育
活
動
は
、
円
了
に
と
っ
て
一
貫
し
た
「
哲

学
」
の
実
践
の
場
で
あ
っ
た
。

　
円
了
は
、
星
界
旅
行
の
果
て
に
立
て
た
四
聖
と
の
誓
い
を
終
生
遵
守
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

66

五
．
哲
学
の
実
行
化
と
『
星
界
想
遊
記
』

　
『
星
界
想
遊
記
』
の
な
か
で
、
最
後
に
訪
れ
た
「
哲
学
界
」
に
お
い
て
想
像
子
（
1
1
円
了
）
を
あ
る
種
の
悟
り
の
境
地
に
導
く
の

は
、
釈
迦
、
孔
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
カ
ン
ト
の
四
聖
で
あ
っ
た
。

　
明
治
一
八
年
に
円
了
は
、
画
工
に
依
頼
し
て
四
聖
の
画
を
作
成
し
、
こ
の
掛
け
軸
を
祀
っ
て
哲
学
祭
を
挙
行
し
て
い
る
（
図
一
）
。

『
星
界
想
遊
記
』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
四
聖
の
画
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
哲
学
祭
は
続
け
ら
れ
、
現
在
で
も
東
京
都
中
野
区
の
哲
学
堂
公
園
で
は
、
毎
年
一
一
月
の
第
一
土
曜
日
に
、
円
了
の
遺

言
に
従
っ
て
「
哲
学
堂
祭
（
哲
学
祭
と
が
粛
々
と
挙
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
哲
学
堂
に
祀
ら
れ
た
「
四
聖
」
に
関
す
る
講

演
が
企
画
さ
れ
、
参
加
者
に
は
甘
酒
や
お
茶
が
振
舞
わ
れ
る
。
ま
た
、
東
洋
大
学
の
主
な
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
て
、
四
聖
堂
の
な

か
で
「
南
無
絶
対
無
限
尊
」
と
唱
念
す
る
独
特
な
儀
式
を
行
な
う
。

　
四
聖
堂
の
天
井
の
意
匠
は
、
「
哲
学
」
が
探
求
す
る
「
物
心
」
の
本
源
と
宇
宙
の
本
体
を
表
し
て
お
り
、
「
宇
宙
の
神
髄
」
か
ら
放

射
す
る
真
理
の
光
　
　
実
際
に
は
、
放
射
状
に
配
置
さ
れ
た
垂
木
の
列
ー
を
仲
介
す
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
カ
ン
ト
・
孔



【
図
一
　
四
聖
の
画
】

子
・
釈
迦
の
掲
額
が
天
井
中
央
部
の
四
方
を
囲
っ
て
い
る
。
こ
の
不
可
知
の
実
在
（
真
如
・
絶
対
・
無
限
）
を
探
求
し
続
け
る
こ
と

が
、
「
向
上
門
の
哲
学
」
、
す
な
わ
ち
一
般
的
な
思
想
的
営
為
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
円
了
は
高
適
な
理
想
（
理
想
的
本
尊
／
向

上
的
本
尊
）
を
追
い
求
め
る
哲
学
の
営
為
の
対
極
に
、
「
南
無
絶
対
無
限
尊
」
の
唱
念
に
代
表
さ
れ
る
「
向
下
門
」
の
哲
学
、
あ
る

い
は
「
哲
学
の
実
行
化
」
の
必
要
性
を
説
く
。
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四
聖
堂
の
床
の
中
央
に
は
、
「
実
際
的
本
尊
」
あ
る
い
は
「
向
下
的
本
尊
」
と
し
て
、
「
南
無
絶
対
無
限
尊
」

念
塔
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
尊
の
役
割
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

と
刻
し
た
石
柱
（
唱
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余
思
ふ
に
哲
学
の
極
意
は
、
理
論
上
宇
宙
眞
源
の
実
在
を
究
明
し
、
実
際
上
其
本
体
に
我
心
を
結
託
し
て
、
人
生
に
楽
天
の
一
道

を
開
か
し
む
る
に
外
な
ら
ず
、
此
に
其
体
を
名
け
て
絶
対
無
限
尊
と
い
ふ
、
空
間
を
究
め
て
涯
な
き
を
絶
対
と
し
、
時
間
を
尽
く

し
て
際
な
き
を
無
限
と
し
、
高
く
時
空
を
超
越
し
て
而
も
威
徳
広
大
無
量
な
る
を
尊
と
す
、
之
に
我
心
を
結
托
す
る
捷
径
は
、
只

一
心
に
南
無
絶
対
無
限
尊
と
反
復
唱
念
す
る
に
在
り
、
人
一
た
び
之
を
唱
念
す
る
と
き
は
、
忽
ち
欝
憂
は
散
じ
、
苦
悩
は
滅
し

（
中
略
）
真
善
美
の
妙
光
を
感
得
す
る
に
至
る
。

そ
の
唱
念
法
に
は
、
次
の
三
種
が
あ
る
。

諦
唱
1
1
声
を
発
し
て
南
無
絶
対
無
限
尊
を
唱
ふ
、

黙
唱
‖
口
を
塞
ぎ
て
南
無
絶
対
無
限
尊
を
唱
ふ
、

黙
念
‖
目
を
閉
ぢ
て
南
無
絶
対
無
限
尊
を
念
ず
、

　
こ
の
唱
念
法
に
よ
っ
て
心
中
に
「
安
楽
城
」
を
築
き
、
進
ん
で
国
家
社
会
に
献
身
す
る
こ
と
が
、
円
了
の
唱
導
す
る
「
西
哲
未
発

の
新
案
・
教
外
別
伝
の
哲
学
」
で
あ
っ
た
（
2
5
）
。

　
つ
ま
り
、
哲
学
・
理
学
の
探
求
し
た
「
真
理
」
を
人
々
に
啓
蒙
し
、
自
ら
思
考
す
る
習
慣
を
持
た
な
い
人
々
に
「
哲
学
」
す
る
こ



と
の
意
義
を
伝
え
、
伝
統
的
価
値
観
に
し
ば
ら
れ
た
社
会
を
組
み
か
え
る
　
　
あ
る
い
は
「
近
代
化
」
す
る
ー
こ
と
が
、
円
了
に

と
っ
て
の
哲
学
の
実
行
化
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
円
了
の
理
念
は
、
修
善
寺
の
温
泉
を
出
立
し
た
円
了
が
、
星
界
旅
行
の
果
て
に
辿
り
つ
い
た
境
地
で
も
あ
っ
た
。
各
星

界
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
、
共
和
制
や
経
済
至
上
主
義
、
女
性
の
社
会
進
出
や
長
寿
社
会
、
科
学
技
術
の
発
展
や
社
会
シ
ス
テ
ム
の

徹
底
的
な
合
理
化
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
当
時
の
円
了
が
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
来
る
べ
き
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
も

の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
円
了
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
変
革
の
イ
メ
ー
ジ
を
極
限
ま
で
誇
張
し
、
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

実
世
界
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
の
可
能
性
と
限
界
を
示
す
と
と
も
に
、
新
時
代
に
お
け
る
哲
学
／
宗
教
の
重
要
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
現
実
に
は
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
の
可
能
性
と
し
て
提
示
さ
れ
る
理
想
世
界
。
円
了
は
、
そ
の
知
識
と
経
験
と
想
像

力
を
駆
使
し
て
、
来
る
べ
き
可
能
性
の
世
界
を
描
き
出
す
。
し
か
し
、
具
体
的
す
な
わ
ち
相
対
的
な
社
会
や
文
化
の
変
革
に
、
す
べ

て
の
理
想
の
実
現
を
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
見
す
る
と
こ
の
考
え
方
は
、
精
神
的
充
足
を
過
度
に
強
調
す
る
現
状
肯
定
論
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
円
了
の
基
本
的
理
念

は
、
具
体
的
な
社
会
変
革
の
可
能
性
を
哲
学
／
宗
教
の
精
神
世
界
か
ら
切
り
離
す
よ
う
な
観
念
論
で
は
な
か
っ
た
。
星
界
の
旅
か
ら

帰
還
し
た
円
了
は
、
哲
学
館
の
拡
張
と
大
学
の
設
立
、
自
ら
の
思
想
と
理
念
を
具
現
化
し
た
哲
学
堂
の
建
設
・
運
営
、
全
国
巡
講
に

よ
る
啓
蒙
活
動
の
継
続
、
全
国
に
拠
点
を
置
く
「
修
身
教
会
」
の
組
織
化
と
社
会
教
育
の
実
践
と
い
っ
た
、
多
彩
な
活
動
を
通
し
て

「
哲
学
の
実
行
化
」
を
推
進
す
る
。

　
異
世
界
へ
の
旅
に
よ
っ
て
方
向
、
つ
け
ら
れ
て
い
く
円
了
の
思
索
は
、
そ
の
後
の
活
動
の
方
向
性
を
決
定
す
る
よ
う
な
、
決
意
表
明

と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
ほ
ぼ
一
年
を
か
け
て
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
旅
し
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た
、
前
年
の
欧
米
視
察
旅
行
と
の
関
連
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
哲
学
堂
に
祀
ら
れ
、
哲
学
祭
に
お
い
て
祭
文
を
捧
げ
ら
れ
る
「
四
聖
の
画
」
を
『
星
界
想
遊
記
』

誓
い
を
結
語
と
す
る
本
書
の
構
成
は
、
決
し
て
無
意
味
な
夢
想
の
産
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
冒
頭
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
引
用
文
に
は
続
き
が
あ
る
。

の
冒
頭
に
掲
載
し
、
四
聖
へ
の

70

わ
れ
わ
れ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
と
呼
ぼ
う
と
す
る
の
は
、
現
実
を
超
越
し
た
方
向
づ
け
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
、
そ
れ
が
行
動
に
移

さ
れ
る
と
、
そ
の
つ
ど
現
存
の
存
在
秩
序
が
、
部
分
的
も
し
く
は
全
体
的
に
破
壊
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
け
で
あ
る
（
2
6
）
。

　
哲
学
界
を
究
極
の
理
想
と
す
る
円
了
の
思
想
は
、
精
神
的
歓
楽
を
至
上
の
も
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
を
無
批
判
に
肯
定
す

る
精
神
主
義
で
は
な
い
。
既
存
の
社
会
の
具
体
的
な
変
革
を
志
向
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
思
想
で
あ
っ
た
。
と
く
に
晩
年
の
円
了
は
、

哲
学
堂
の
経
営
や
修
身
教
会
運
動
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
哲
学
宗
」
の
普
及
に
よ
っ
て
、
人
々
の
内
面
か
ら
社
会
を
根
本
的
に

変
革
し
よ
う
と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
推
進
す
る
。
円
了
の
提
唱
す
る
「
哲
学
の
実
行
化
」
は
、
新
時
代
の
理
想
的
国
家
の
実
現

を
志
向
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
愛
国
主
義
と
結
び
つ
い
た
、
極
め
て
現
実
的
な
理
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
主
義
の
大
学
」
の
構
想
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
井
上
円
了
の
愛
国
主
義
は
、
皇
国
主
義
的
な
国
家
へ
の
忠
誠
心
に
支
え

ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
国
家
主
義
）
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
共
同
体
へ
の
忠
誠
心
と
し
て
の
愛
国
心
と
は

区
別
さ
れ
る
、
来
る
べ
き
近
代
世
界
1
あ
る
い
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
し
て
の
近
代
国
家
ー
へ
の
愛
郷
心
こ
そ
が
、
「
護
国
愛

理
」
を
掲
げ
る
円
了
の
学
校
経
営
や
出
版
活
動
、
さ
ら
に
は
、
修
身
教
会
運
動
や
哲
学
堂
の
経
営
と
い
っ
た
社
会
教
育
活
動
を
支
え

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
ー
一
九
三
〇
）
の
よ
う
な
人
々
と
の
比
較
も
射
程
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な



ユ
ー
ト
ピ
ア
的
愛
国
主
義
の
同
時
代
的
な
広
が
り
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
円
了
の
描
き
出
す
将
来
の
哲
学
／
宗
教
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
来
る
べ
き
世
界
に
お
け
る
そ
の
役
割
に
つ
い
て
の
提
言
は
、
近

代
日
本
の
宗
教
概
念
の
形
成
を
考
え
る
う
え
で
も
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
著
さ
れ
た
多
く
の
宗
教
論
と
の
関

連
も
含
め
て
、
今
後
は
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

【
注
】

（
1
）
横
田
順
彌
氏
は
、
『
S
F
マ
ガ
ジ
ン
』
（
早
川
書
房
）
誌
上
で
連
載
し
て
い
た
「
近
代
日
本
奇
想
小
説
史
　
ま
た
は
、
失
わ
れ
た
ナ
ン
ジ
ャ

　
　
モ
ン
ジ
ャ
を
も
と
め
て
」
（
二
〇
〇
二
年
一
月
～
二
〇
〇
八
年
七
月
）
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
円
了
の
『
星
界
想
遊
記
』
に
言
及
し
て
い

　
　
る
（
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
の
第
四
四
巻
・
第
三
号
及
び
第
四
号
）
。
こ
の
連
載
は
、
最
近
『
近
代
日
本
奇
想
小
説
史
』
（
ピ
ラ
ー
ル
プ

　
　
レ
ス
、
二
〇
一
一
年
）
の
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
。
横
田
氏
は
自
ら
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
『
古
書
通
信
』
第
八
〇
三
号
（
平
成
八

　
　
年
六
月
）
に
載
せ
た
自
身
の
論
考
を
評
価
し
た
、
坂
出
氏
の
文
章
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
、

　
　
二
氏
の
議
論
の
焦
点
は
、
『
星
界
想
遊
記
』
を
S
F
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
と
い
う
点
と
円
了
が
校
閲
者
に
な
っ
た
、
稲
葉

　
　
昌
丸
抄
訳
（
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
、
テ
ー
ト
著
）
「
未
来
世
界
論
』
（
哲
学
書
院
、
明
治
二
八
年
）
と
『
星
界
想
遊
記
』
の
影
響
関
係
で
あ
る
。

　
　
『
未
来
世
界
論
』
の
内
容
は
、
「
エ
ー
テ
ル
説
」
や
「
原
子
説
」
な
ど
の
「
不
可
見
世
界
」
を
め
ぐ
る
科
学
理
論
を
紹
介
し
な
が
ら
、
霊
魂

　
　
の
不
滅
や
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
弓
＝
団
ご
Z
c
。
国
団
Z
⊂
乙
く
国
痴
゜
り
団
。
「
㊦
巨
゜
・
一
∩
巴
乙
乃
廿
ぴ
。
三
●
ま
口
。
コ

　
　
昌
ε
『
而
。
。
一
巴
而
（
不
可
見
世
界
論
一
名
未
来
世
ニ
ツ
キ
物
理
上
ノ
立
論
）
と
い
う
原
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
未
来
世
界
論
』
は
、
未

　
　
来
と
い
う
よ
り
は
死
後
の
魂
や
見
え
な
い
世
界
の
存
在
に
つ
い
て
言
及
す
る
内
容
で
あ
り
、
坂
出
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
星
界
想

　
　
遊
記
』
へ
の
直
接
の
影
響
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
円
了
の
妖
怪
学
や
霊
魂
不
滅
論
の
議
論
な
ど
に
は
、
内
容
的
に
も
か
な
り
近
い
部

　
　
分
が
あ
り
、
本
書
と
円
了
の
思
想
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
簡
単
に
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
ま
た
、
帝
国
議
会
の
開
設
を
前
に
し
て
、
末
広
重
恭
『
二
十
三
年
未
来
記
』
（
博
文
堂
、
明
治
一
九
年
）
や
服
部
誠
↓
『
二
十
三
年
国
会

　
　
未
来
記
』
（
仙
鶴
堂
、
明
治
一
九
年
）
と
い
っ
た
著
作
が
評
判
を
呼
ん
で
い
た
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
、
円
了
の
『
星
界
想
遊
記
』
も
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単
な
る
妄
想
で
は
な
く
、
当
時
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
未
来
小
説
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
2
）
坂
出
祥
伸
「
井
上
圓
了
『
星
界
想
遊
記
』
と
康
有
為
」
『
改
訂
増
補
　
中
国
近
代
の
思
想
と
科
学
』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
］
年

　
　
～
六
一
二
六
頁
）
。

（
3
）
井
上
円
了
『
井
上
円
了
選
集
　
第
二
四
巻
』
学
校
法
人
　
東
洋
大
学
、
二
〇
〇
四
年
、
二
六
頁
。

（
六
一
六

（
4
）
同
右
書
、
三
一
頁
。

（
5
）
同
右
書
、
三
七
頁
。

（
6
）
同
右
書
、
四
二
頁
。

（
7
）
同
右
書
、
四
四
頁
。

（
8
）
同
右
書
、
五
五
頁
。

（
9
）
同
右
書
、
五
六
頁
。
読
み
や
す
さ
を
考
え
て
、
本
文
を
簡
略
化
し
て
会
話
の
み
を
引
用
し
た
。

（
1
0
）
同
右
書
、
六
〇
頁
。

（
1
1
）
同
右
書
、
六
一
頁
。

（
1
2
）
同
右
書
、
六
二
頁
。

（
1
3
）
井
上
円
了
「
井
上
円
了
選
集
　
第
二
三
巻
』
学
校
法
人
　
東
洋
大
学
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
頁
。

（
1
4
）
同
右
書
、
二
一
頁
。

（
脂
）
同
右
書
、
一
四
四
頁
。

（
1
6
）
東
洋
大
学
創
立
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
東
洋
大
学
百
年
史
　
資
料
編
1
・
上
』
学
校
法
人
　
東
洋
大
学
、
一
九
八
八
年
、
一
〇
〇

　
　
～
一
〇
二
頁
。

（
1
7
）
同
右
書
、
一
一
〇
頁
。

（
1
8
）
高
木
宏
夫
・
三
浦
節
夫
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
　
歴
史
は
そ
の
つ
ど
現
在
が
作
る
』
学
校
法
人
　
東
洋
大
学
、
昭
和
六
二
年
、
五
九
～

　
　
六
一
頁
。

（
1
9
）
哲
学
堂
と
円
了
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
次
の
よ
う
な
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
岡
田
正
彦
「
哲
学
堂
散
歩
ー
近
代
日

　
　
本
の
科
学
・
哲
学
・
宗
教
　
　
」
『
佛
教
史
学
研
究
』
第
四
八
巻
第
二
号
、
佛
教
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年
。
詳
し
く
は
、
こ
ち
ら
を
参
照
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の
こ
と
。

（
2
0
）
井
上
円
了
『
修
身
教
会
要
旨
』
東
洋
大
学
、
一
九
〇
六
年
、
六
頁
。

（
2
1
）
同
右
書
、
一
〇
頁
。

（
2
2
）
井
上
円
了
『
井
上
円
了
選
集
　
第
一
五
巻
』
学
校
法
人
　
東
洋
大
学
、
一
九
九
八
年
、
四
九
一
～
四
九
九
頁
。
円
了
自
身
の
「
大
正
七

　
　
年
報
告
」
は
、
三
八
六
～
三
八
八
頁
。

（
2
3
）
前
掲
「
東
洋
大
学
百
年
史
　
資
料
編
1
・
上
』
、
四
五
～
四
八
頁
。

（
2
4
）
井
上
円
了
「
哲
學
上
に
於
け
る
余
の
使
命
」
『
東
洋
哲
学
』
（
第
二
六
編
第
二
号
）
大
正
八
年
二
月
、
四
～
五
頁
。

（
2
5
）
井
上
玄
一
編
「
哲
学
堂
案
内
』
（
大
正
九
年
増
補
改
訂
版
）
財
団
法
人
哲
学
堂
事
務
所
、
一
一
～
一
二
頁
。
同
じ
内
容
の
文
章
は
、
さ
ま

　
　
ざ
ま
な
所
に
増
補
・
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
哲
学
堂
案
内
』
か
ら
引
用
し
た
。
ま
た
、
唱
念
塔
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は

　
　
「
南
船
北
馬
集
　
第
一
六
編
』
（
第
一
五
編
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
南
船
北
馬
集
』
に
続
く
未
完
の
遺
稿
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
大
正
七
年
度
報

　
　
告
」
の
な
か
に
、
「
哲
学
堂
の
経
営
の
方
は
、
硯
塚
を
建
て
、
史
垣
を
設
け
、
四
聖
堂
中
に
実
行
的
本
尊
と
し
て
唱
念
塔
を
置
き
、
図
書

　
　
館
内
に
雑
誌
も
閲
覧
し
得
る
設
備
を
な
せ
り
」
（
前
掲
『
井
上
円
了
選
集
　
第
一
五
巻
』
三
八
六
頁
）
と
あ
る
。

（
2
6
）
高
橋
徹
編
「
世
界
の
名
著
　
六
八
（
マ
ン
ハ
イ
ム
　
オ
ル
テ
ガ
）
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
九
年
、
三
〇
九
頁
。

＊
哲
学
祭
、
哲
学
堂
、
修
身
教
会
な
ど
に
つ
い
て
は
、
円
了
は
同
じ
よ
う
な
文
章
を
多
方
面
に
重
ね
て
書
き
遺
し
て
い
る
。
煩
雑
さ
を
避
け
る

た
め
に
、
本
稿
で
は
引
用
を
な
る
べ
く
『
井
上
円
了
選
集
』
及
び
『
東
洋
大
学
百
年
史
』
所
収
の
文
献
に
限
定
し
、
表
記
も
こ
れ
ら
に
依
拠

　
し
た
。
「
井
上
円
了
選
集
』
及
び
『
東
洋
大
学
百
年
史
』
に
未
収
録
の
文
献
に
つ
い
て
の
み
、
原
本
の
表
記
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

73近代畔のユートビア思想と麹主義


