
一

実
学
と
哲
学

哲
学
館
︵
東
洋
大
学
︶
は
︑
一
八
八
七
︵
明
治
二
〇
︶
年
に
井
上
円
了
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
︑
哲
学
教
育
を
専
門
と
す
る
異
色

の
大
学
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
明
治
期
以
降
の
日
本
で
新
た
に
設
立
さ
れ
た
私
立
大
学
の
多
く
は
︑
東
京
法
学
社
︵
一
八
八
一

年
︑
法
政
大
学
︶︑
明
治
法
律
学
校
︵
一
八
八
一
年
︑
明
治
大
学
︶︑
英
吉
利
法
律
学
校
︵
一
八
八
五
年
︑
中
央
大
学
︶︑
関
西
法
律
学

校
︵
一
八
八
六
年
︑
関
西
大
学
︶︑
日
本
法
律
学
校
︵
一
八
九
八
年
︑
日
本
大
学
︶︑
京
都
法
政
学
校
︵
一
九
〇
〇
年
︑
立
命
館
大
学
︶
︑

さ
ら
に
︑
夜
間
の
経
済
学
科
と
法
律
学
科
を
擁
す
る
専
修
学
校
︵
一
八
八
〇
年
︑
専
修
大
学
︶︑
政
治
経
済
学
科
・
法
律
学
科
・
理
学

科
・
英
学
科
を
擁
す
る
東
京
専
門
学
校
︵
一
八
八
二
年
︑
早
稲
田
大
学
︶
な
ど
の
よ
う
に
︑
法
律
学
な
い
し
は
政
治
経
済
学
を
専
門

と
す
る
大
学
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
蘭
学
塾
︵
一
八
五
八
年
︑
慶
應
義
塾
大
学
︶
や
学
習
院
︵
一
八
七

七
年
︑
学
習
院
大
学
︶︑
皇
典
講
究
所
︵
一
八
八
二
年
︑
國
學
院
大
学
︶
な
ど
独
自
の
伝
統
を
持
つ
大
学
の
ほ
か
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
基

づ
く
立
教
学
校
︵
一
八
七
四
年
︑
立
教
大
学
︶
や
同
志
社
英
学
校
︵
一
八
七
五
年
︑
同
志
社
大
学
︶︑
仏
教
に
基
づ
く

宗
教
院
︵
一
八

七
二
年
︑
立
正
大
学
︶
や
曹
洞
宗
専
門
学
本
校
︵
一
八
八
二
年
︑
駒
澤
大
学
︶
等
も
数
多
く
設
立
さ
れ
て
い
る
︒
東
京
物
理
学
講
習

所
︵
一
八
八
一
年
︑
東
京
理
科
大
学
︶
も
創
立
は
古
い
︒
一
方
︑
官
学
で
は
︑
東
京
医
学
校
と
東
京
開
成
学
校
が
合
併
し
て
東
京
大

3 井上円了の法経思想

井
上
円
了
の
法
経
思
想

柴
田
隆
行

shibata
takayu

ki



学
︵
一
八
七
七
年
︶
と
な
り
︑
工
部
大
学
校
は
一
八
八
六
年
の
帝
国
大
学
令
に
よ
り
︑
東
京
大
学
を
改
め
た
帝
国
大
学
に
吸
収
合
併

さ
れ
た
︒

大
学
の
起
原
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
求
め
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
本
来
︑
神
学
部
・
法
学
部
・
医
学
部
が
基
幹
学
部
で
あ
り
︑
そ
の
他

は
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
以
来
の
い
わ
ゆ
る
﹁
自
由
七
科
︵
文
法
学
・
修
辞
学
・
論
理
学
・
算
術
・
幾
何
学
・
天
文
学
・
音
楽
︶﹂

に
括
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
が
学
部
な
い
し
学
科
と
し
て
独
立
す
る
の
は
一
八
世
紀
末
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
状
況
下
で
の
哲
学
館
創
設
で
あ
る
が
︑﹃
シ
ョ
ー
ト
ヒ
ス
ト
リ
ー
東
洋
大
学
﹄︵
改
訂
第
六
版
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

哲
学
館
の
創
立
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
私
学
誕
生
の
流
れ
が
関
係
し
て
い
た
が
︑
国
立
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
機
関
が
担
っ
て
い
た

領
域
は
︑
医
学
・
法
学
・
経
済
学
・
工
学
・
農
学
・
自
然
科
学
・
語
学
な
ど
の
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
実﹅

学﹅

の﹅

分﹅

野﹅

が﹅

主﹅

流﹅

で

あ
り
︑
当
時
の
高
等
教
育
の
世
界
で
は
︑
井
上
円
了
の
よ
う
に
︑
哲
学
を
重
視
す
る
こ
と
は
少
数
派
で
あ
っ
た
︒︵
三
一
頁
︑
傍

点
筆
者
︶

日
本
の
大
学
に
お
け
る
実
学
志
向
は
む
か
し
か
ら
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
資
格
重
視
の
現
在
そ
の
志
向
は
い
っ
そ
う
強

調
さ
れ
︑
U
n
iv
e
rsity
と
名
乗
り
な
が
ら
専
門
学
校
同
然
の
大
学
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
実
学
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
︒
時

代
を
遡
っ
て
見
て
み
る
と
︑
一
八
七
一
年
か
ら
七
三
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
西
周
の
﹃
生
性
発
蘊
﹄
に
以
下
の
文
言
が
見
ら
れ

る
︵
傍
点
筆
者
︶︒
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夫
レ
現
今
ニ
在
テ
ハ
︑
実﹅

学﹅

ハ﹅

︑
必﹅

ス﹅

事﹅

実﹅

ノ﹅

視﹅

察﹅

上﹅

ヨ﹅

リ﹅

︑
立﹅

ツ﹅

ヘ﹅

キ﹅

コ﹅

ト﹅

︑
人
々
皆
一
致
ス
ル
所
ナ
リ
︑
然
モ
︑
其
視
察
︑

唯
一
端
ニ
在
テ
︑
是
ヲ
以
テ
︑
学
術
ノ
根
元
ト
ナ
ス
コ
ト
ハ
︑
曾
テ
有
サ
ル
所
ナ
リ
︑
蓋
シ
確
定
シ
タ
ル
理
ノ
講
究
ハ
︑
総
テ

視
察
ニ
本
ツ
ク
ヲ
︑
必
ト
ス
ト
雖
モ
︑
其
視
察
ヲ
ナ
ス
前
ニ
︑
既
ニ
多
少
︑
理
ノ
講
究
ヲ
要
ス
︑
是
レ
相
待
ツ
モ
ノ
ナ
リ
︑
故

ニ
︑
若
シ
見
象
ヲ
観
ス
ル
ニ
当
リ
︑
是
ニ
依
テ
︑
多
少
ノ
道
理
ヲ
︑
理
会
シ
得
ル
ニ
非
レ
ハ
︑
各
自
ノ
視
察
ヲ
合
シ
テ
︑
是
ヨ

リ
工
夫
ヲ
施
ス
コ
ト
︑
能
ハ
サ
ル
耳
ニ
非
ス
︑
又
之
ヲ
記
得
ス
ル
コ
ト
モ
︑
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
︑

西
周
の
言
う
﹁
実
学
﹂
は
︑
事
実
に
基
づ
く
学
問
を
言
い
︑
実
際
に
役
立
つ
学
問
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒
実
学
と
実
用
を
混
同

し
て
は
な
ら
な
い
︒
源
了
圓
は
﹃
実
学
思
想
の
系
譜
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
八
六
年
︶
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

今
日
︑
日
本
で
は
﹁
実
学
﹂
と
い
う
と
き
︑
実
証
性
と
合
理
性
に
裏
づ
け
ら
れ
︑
実
際
生
活
に
役
立
つ
有
用
な
学
問
︑
と
い
う

よ
う
な
意
味
に
定
着
し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
そ
の
歴
史
的
用
例
を
見
る
と
︑
人
間
的
真
実
追
求
の
学
問
︑
道
徳
的
実
践
の
学
問
︑

政
治
的
実
践
を
旨
と
す
る
学
問
︑
経
世
済
民
の
学
問
︑
民
生
の
役
に
た
つ
利
用
厚
生
の
学
問
︑
等
々
︑
多﹅

種﹅

多﹅

様﹅

な﹅

意﹅

味﹅

が
含

ま
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
そ
れ
は
何
の
脈
絡
も
な
い
雑
多
な
概
念
の
集
合
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑
虚﹅

学﹅

・
偽﹅

学﹅

に﹅

対﹅

す﹅

る﹅

﹁﹅

内﹅

容﹅

が﹅

あ﹅

る﹅

真﹅

実﹅

の﹅

学﹅

﹂﹅

︵
re
a
l
a
n
d
tru
e
le
a
rn
in
g︶
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
故
に
そ
れ
は
有﹅

用﹅

性﹅

を﹅

も﹅

つ﹅

と
い
う
基
本
的
性
格

が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
︒︵
三
三
一
頁
︑
傍
点
筆
者
︶

﹁
雑
多
な
概
念
の
集
合
﹂
で
は
な
く
﹁
内
容
が
あ
る
真
実
の
学
﹂
と
言
え
ば
済
む
と
こ
ろ
で
﹁
虚
学
・
偽
学
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
た

ら
循
環
論
に
陥
る
︒
直
接
的
実
用
を
求
め
な
い
﹁
人
間
的
真
実
追
求
の
学
問
﹂
は
種
々
あ
る
し
︑
文
学
者
の
な
か
に
は
︑﹁
偽
学
﹂
と
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ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
﹁
虚
学
﹂
で
何
が
悪
い
︑
と
開
き
直
る
人
も
少
な
く
な
い
︒
哲
学
館
は
︑
実
学
志
向
の
時
代
に
あ
え
て
対

抗
し
て
創
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
︑
創
設
者
の
井
上
円
了
は
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︵
一
九
一
七
年
︶
で
︑
﹁
す
べ
か
ら
く
実
学
を
修
め
て
民

福
を
補
う
べ
し
︑
百
読
は
し
か
ず
一
行
の
多
き
に
﹂︵
選
集
第
二
巻
︑
二
三
〇
頁
︶
と
漢
詩
で
活
学
活
書
を
唱
え
て
い
る
︒
円
了
は
﹃
哲

学
茶
話
﹄︵
一
九
一
六
年
︶
で
も
﹁
哲
学
の
応
用
﹂
を
説
き
︑
た
と
え
ば
地
震
や
津
波
の
際
に
金
満
家
は
金
で
罹
災
者
を
支
援
し
医
者

は
負
傷
者
を
治
療
し
宗
教
家
は
死
者
を
供
養
し
︑
労
力
者
は
大
工
︑
米
屋
等
応
分
の
こ
と
を
な
す
が
︑
哲
学
者
は
何
を
な
し
う
る
か

と
自
問
し
て
︑
天
変
地
異
は
逃
れ
え
ず
地
妖
は
予
知
で
き
ず
吉
凶
禍
福
は
循
環
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
被
災
に
関
し
て
は
﹁
将
来

の
幸
福
を
準
備
す
る
よ
う
︑
慰
諭
し
奨
励
す
べ
き
﹂︵
選
集
第
二
巻
︑
一
一
九
～
一
二
〇
頁
︶
だ
と
説
得
す
る
と
い
う
が
︑
被
災
の
現

場
を
思
う
と
︑
ど
う
贔
屓
目
に
見
て
も
こ
の
言
説
は
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
で
あ
ろ
う
︒

﹁
実
学
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
元
来
︑
明
治
期
も
現
代
も
︑
実
証
科
学
的
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
︑
た
ん
な
る
実
用
を
意
味
し
な
い
︒

井
上
円
了
に
と
っ
て
﹁
実
学
﹂
す
な
わ
ち
﹁
活
学
活
書
﹂
は
︑
哲
学
の
教
育
機
関
開
設
︵
哲
学
館
開
設
︶︑
世
間
教
の
展
開
︵
修
身
教

会
設
立
︶︑
全
国
巡
講
︵
講
演
と
資
料
調
査
︶︑
哲
学
堂
開
設
︑
等
々
と
し
て
実
現
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
井

上
円
了
に
と
っ
て
は
哲
学
こ
そ
が
実
学
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
哲
学
館
を
前
身
と
し
て
発
展
し
た
東
洋
大
学
は
︑
現
在
︑
一
三
学
部
四
六
学
科
を
擁
す
る
総
合
大
学
と
な
り
︑
文
学
︑

経
済
学
︑
経
営
学
︑
法
学
︑
社
会
学
︑
理
工
学
︑
生
命
科
学
等
︑
医
学
系
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
学
問
領
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
︒
井

上
円
了
が
著
し
た
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄︵
一
八
九
六
年
︶
で
は
︑
次
の
よ
う
な
学
問
体
系
が
構
想
さ
れ
て
い
る
︵
選
集
第
一
六
巻
六
三
～

六
四
頁
︶︒
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妖
怪
学
講
義
で
は
︑
総
論
以
下
︑
理
学
部
門
︑
医
学
部
門
︑
純
正
哲
学
部
門
︑
心
理
学
部
門
︑
宗
教
学
部
門
︑
教
育
学
部
門
︑
雑

部
門
に
亘
っ
て
妖
怪
が
研
究
さ
れ
て
お
り
︑こ
こ
で
は
工
学
系
は
含
ま
れ
な
い
が
医
学
は
含
ま
れ
る
︒
井
上
円
了
が
︑﹁
お
化
け
博
士
﹂

と
い
う
俗
称
に
甘
ん
ぜ
ず
︑
妖
怪
学
を
歴
と
し
た
学
問
体
系
と
し
て
構
築
し
︑
し
か
る
べ
き
資
金
と
組
織
力
を
得
て
い
た
な
ら
ば
︑

明
治
大
正
期
に
お
い
て
早
く
も
帝
国
大
学
を
凌
ぐ
日
本
で
最
初
の
総
合
大
学
を
実
現
し
え
た
に
ち
が
い
な
い
︒

︱
︱
と
︑
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
総
合
大
学
と
す
る
に
は
み
ご
と
に
欠
け
て
い
る
分
野
が
あ
る
︒
ほ
か
な
ら
ぬ
法
学
︑

経
済
学
︑
経
営
学
で
あ
る
︒
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
明
治
期
以
降
に
開
設
さ
れ
た
日
本
の
大
学
の
多
く
が
法
学
と
経
済
学
︵
理

財
学
︶
を
専
門
領
域
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
井
上
円
了
の
学
問
体
系
は
︑
当
時
主
流
で
あ
っ
た
﹁
実
学
﹂
を
あ
え
て
避
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
東
洋
大
学
に
お
け
る
経
済
学
部
設
置
は
一
九
五
〇
年
︑
法
学
部
設
置
は
一
九
五
六
年
︑
経
営
学

部
設
置
は
一
九
六
六
年
と
︑
い
ず
れ
も
戦
後
で
あ
る
︒

井
上
円
了
の
厖
大
な
著
作
群
に
法
学
や
経
済
学
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
述
さ
れ
た
も
の
は
な
い
に
等
し
い
︒
井
上
円
了
は
︑
実
学
の
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理
学

理
論
学

物
理
学
・
化
学
・
天
文
学
等

応
用
学

器
械
学
・
製
造
学
・
航
海
学
等

有
象
哲
学

理
論
学

心
理
学
・
社
会
学
等

哲
学

応
用
学

論
理
学
・
倫
理
学
・
美
学
・
教
育
学
等

無
象
哲
学

理
論
学
（
純
正
哲
学
）

応
用
学
（
宗
教
学
）

学



時
代
と
言
わ
れ
︑
多
く
の
実
学
系
大
学
が
創
設
さ
れ
た
明
治
大
正
期
に
お
い
て
︑
法
や
経
済
に
つ
い
て
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
考
察
は
深
め
な
が
ら
も
︑
そ
れ
を
あ
え
て
著
作
や
講
義
等
で
表
明
し
な
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
︒
明

治
一
〇
年
代
の
自
由
民
権
運
動
の
高
揚
︑
そ
れ
を
抑
え
る
一
八
八
七
年
一
二
月
二
六
日
の
保
安
条
例
制
定
︑
一
八
八
九
年
二
月
一
一

日
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
︑
同
年
日
本
最
初
と
言
わ
れ
る
経
済
恐
慌
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
パ
リ
万
博
開
催
や
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
結
成
等
々
︑
国
内
外
と
も
に
法
学
や
経
済
学
に
関
わ
る
重
要
事
項
が
続
く
時
代
で
あ
る
︒

二

『星
界
想
遊
記
』

井
上
円
了
の
厖
大
な
著
作
群
に
法
学
や
経
済
学
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
な
い
に
等
し
い
︑
と
述
べ
た
︒
が
︑
皆
無

で
は
な
い
︒
井
上
円
了
の
法
経
思
想
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
︑
一
八
九
〇
年
に
哲
学
書
院
か
ら
公
刊
さ
れ
た
﹃
星
界
想
遊
記
﹄
が

あ
る
︒
論
考
と
言
う
べ
き
か
随
筆
と
言
う
べ
き
か
︑﹁
精
神
悦
惚
と
し
て
夢
中
に
彷
復
﹂
し
た
時
の
思
い
出
︑
と
い
う
設
定
で
あ
る
︒

最
初
に
訪
れ
た
の
は
共
和
界
で
あ
る
︒
こ
の
世
界
は
︑
男
に
一
定
の
妻
な
く
女
に
一
定
の
夫
の
な
い
純
然
た
る
男
女
共
和
独
立
の

国
で
あ
る
︒
男
女
同
等
同
権
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
男
女
の
間
に
結
婚
の
礼
な
く
︑
夫
婦
の
別
な
く
︑
た
だ
一
時
の
結
婚
︑
一
夜
の
夫

婦
あ
る
の
み
︒
男
女
お
の
お
の
別
居
し
︑
男
子
も
女
子
も
一
人
に
し
て
一
家
に
住
す
︒
た
だ
し
︑
資
産
な
き
者
は
男
女
合
宿
所
で
生

活
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
こ
も
一
室
一
人
限
り
と
す
る
︒
女
性
が
妊
娠
し
た
場
合
︑
政
府
が
設
立
し
た
産
院
で
出
産
し
︑
子
ど
も

は
政
府
が
設
立
し
た
育
児
院
に
入
れ
て
養
育
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
出
産
と
と
も
に
親
子
の
縁
は
断
た
れ
︑
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
孤

独
の
身
と
な
る
︒
子
は
成
長
す
る
と
男
女
別
な
く
育
児
院
を
去
り
︑
小
学
︑
中
学
に
入
り
︑
成
人
と
な
っ
て
社
会
に
出
て
職
業
に
就

く
︒
一
町
一
村
ご
と
に
産
院
︑
育
児
院
︑
小
学
︑
中
学
が
設
置
さ
れ
︑
そ
の
経
費
は
み
な
国
民
の
租
税
よ
り
支
出
す
る
︒
政
府
は
国

民
中
そ
の
年
齢
二
十
歳
よ
り
五
十
歳
ま
で
男
女
を
論
ぜ
ず
人
頭
に
応
じ
て
税
を
賦
課
す
る
︵
選
集
第
二
四
巻
二
六
～
二
七
頁
︶
︒
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ち
な
み
に
︑
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
世
界
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
後
に
国
家
保
護
人
民
委
員
と
な
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
ミ
ハ
イ
ロ

ヴ
ナ
・
コ
ロ
ン
タ
イ
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
︑
女
性
を
育
児
と
家
事
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︑
育
児
院
と
学
校
に
よ
る

集
団
育
児
体
制
を
想
起
さ
せ
る
︒
た
だ
し
︑
コ
ロ
ン
タ
イ
の
政
策
は
井
上
円
了
の
想
遊
よ
り
三
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

円
了
の
報
告
は
続
く
︒
男
女
区
別
な
く
夫
婦
も
な
い
の
で
父
母
も
な
く
︑
兄
弟
な
く
子
孫
も
な
い
︒
人
生
一
人
一
代
限
り
と
し
た

ら
︑
各
人
が
そ
の
職
を
守
り
産
を
作
る
の
は
誰
の
た
め
何
の
た
め
か
︒
そ
れ
は
社
会
公
衆
の
た
め
で
あ
る
︒
社
会
が
父
母
で
あ
り
夫

婦
で
あ
り
兄
弟
で
あ
り
子
孫
で
あ
る
︒
社
会
公
衆
を
代
表
す
る
の
は
政
府
で
あ
る
か
ら
︑
国
民
が
死
ん
だ
場
合
の
葬
祭
は
政
府
が
行

う
︒
財
産
は
す
べ
て
政
府
の
所
有
に
帰
す
︒
共
和
政
体
の
下
に
財
産
共
有
と
男
女
別
居
の
制
度
が
組
織
さ
れ
る
に
至
る
︒
政
府
が
社

会
を
代
表
し
国
民
を
代
表
す
る
が
ゆ
え
に
︑
国
民
は
政
府
の
も
と
で
自
ら
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
法
律

は
厳
に
し
て
か
つ
煩
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
同
右
三
一
頁
︶︒

円
了
が
次
に
訪
ね
た
の
は
商
法
界
で
あ
る
︒
商
業
貿
易
中
心
の
こ
の
世
界
で
は
政
府
も
政
体
も
統
御
の
法
も
な
い
︒
政
府
な
く
法

律
な
く
租
税
な
く
︑
町
村
費
等
一
切
な
い
︒
君
臣
上
下
の
別
な
く
︑
国
会
議
員
の
設
け
な
く
︑
裁
判
賞
罰
の
法
も
な
い
︒
人
民
み
な

純
然
た
る
共
和
独
立
に
し
て
︑
自
裁
自
治
の
風
習
あ
り
︒
一
家
の
法
律
は
一
家
こ
れ
を
作
り
︑
一
人
の
法
律
は
一
人
こ
れ
を
作
る
︒

と
は
言
え
︑
私
有
の
土
地
あ
り
︑
私
有
の
家
屋
も
あ
る
︒
世
の
進
歩
に
従
い
︑
人
み
な
永
遠
間
接
の
利
害
損
益
を
識
量
し
︑
一
時
の

小
利
小
欲
に
着
目
す
る
こ
と
は
な
い
︒
盗
賊
︑
凶
徒
の
類
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
こ
は
商
法
国
で
あ
り
︑
人
々

の
間
に
信
用
を
重
ん
ず
る
風
習
が
あ
り
︑
ひ
と
た
び
信
用
を
失
え
ば
︑
再
び
世
間
に
立
つ
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
︵
同
右
三
三

頁
︶
︒

こ
う
し
て
無
政
体
に
変
じ
て
よ
り
︑
い
ま
だ
か
つ
て
一
日
も
戦
乱
は
起
き
て
い
な
い
︒
か
つ
て
君
主
政
体
の
と
き
に
は
君
主
特
権

を
求
め
て
戦
乱
が
絶
え
な
か
っ
た
︒
政
権
を
人
民
に
移
し
︑
民
権
を
確
立
し
共
和
政
体
を
組
織
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
富
め
る
も
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の
ま
す
ま
す
そ
の
勢
い
を
得
て
自
然
に
貧
富
の
間
に
上
下
の
階
級
を
生
ず
る
に
至
っ
た
︒
だ
が
︑ほ
ん
ら
い
商
法
が
盛
ん
に
な
れ
ば
︑

自
ず
か
ら
諸
国
共
同
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︒
内
乱
紛
擾
が
起
こ
る
の
は
人
民
の
経
験
不
足
に
由
来
す
る
︒
経
験
を
重
ね
れ
ば
争
論

紛
乱
の
益
な
き
を
知
り
︑
互
い
に
共
和
を
求
む
る
に
至
る
︒
一
刻
千
金
を
争
う
商
業
繁
昌
の
社
会
で
は
争
論
紛
擾
な
ど
に
時
日
を
費

や
す
暇
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︵
同
右
三
六
頁
︶︒

と
は
言
え
︑
人
と
人
と
の
間
に
分
界
制
限
の
判
然
せ
ざ
る
こ
と
あ
り
て
紛
議
を
生
ず
る
と
き
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
場
合
の
解
決

法
は
た
だ
一
つ
︑
運
を
天
に
決
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
決
ま
っ
た
結
果
に
は
絶
対
に
従
い
︑
そ
れ
以
上
争
う
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
︒
こ
う
し
た
運
命
決
着
所
を
決
運
館
と
い
う
︒
こ
れ
を
全
国
に
配
置
し
︑
そ
の
運
営
は
商
法
主
義
に
委
ね
ら
れ
る
︵
同
右
三
五
～

三
六
頁
︶︒

次
の
世
界
は
女
子
界
で
あ
る
︒
こ
の
世
界
で
は
官
吏
や
教
員
は
女
子
に
限
ら
れ
︑
男
子
は
生
産
や
工
業
な
ど
筋
力
を
要
す
る
事
業

に
就
く
︒
男
子
は
一
般
に
無
学
無
知
に
し
て
︑
世
情
に
通
ぜ
ざ
る
も
の
が
多
い
の
に
反
し
︑
女
子
は
一
般
に
学
問
や
事
理
に
精
通
し
︑

才
あ
り
能
あ
り
︑
男
子
の
上
に
立
ち
よ
く
こ
れ
を
指
揮
し
︑
一
国
の
政
権
は
す
べ
て
女
子
が
担
当
す
る
︒
教
員
︑
医
師
︑
会
社
の
事

務
員
︑
戸
主
︑
戸
長
に
い
た
る
ま
で
︑
す
べ
て
女
子
に
限
ら
れ
る
︒
政
府
が
男
子
を
用
い
る
の
は
︑
兵
卒
︑
巡
査
︑
小
使
︑
給
仕
な

ど
だ
け
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
長
官
は
女
子
で
あ
る
︒
女
子
は
そ
の
筋
骨
生
来
柔
弱
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
男
子
は
堅
強
な
る
が
ゆ
え

に
︑
堅
強
な
る
も
の
は
力
役
労
働
に
就
き
︑
柔
弱
な
る
も
の
は
政
治
教
学
に
従
う
︒
こ
れ
︑
ま
こ
と
に
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
か
︑
と
い
う
︵
同
右
四
一
頁
︶︒

次
に
訪
れ
た
の
は
尊
老
国
す
な
わ
ち
老
人
界
で
あ
る
︒
老
人
を
尊
敬
す
る
こ
と
君
主
の
ご
と
く
天
神
の
ご
と
し
︒
政
体
は
老
人
政

体
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
帝
王
は
全
国
人
民
中
の
長
寿
第
一
の
者
が
就
く
︒
村
長
︑
郡
長
︑
県
長
︑
つ
ぎ
に
中
央
政
府
の
官
吏

あ
り
︒
村
長
は
一
村
中
の
長
寿
第
一
の
者
で
︑
村
老
と
称
す
︒
郡
長
は
各
村
老
中
の
長
寿
第
一
の
者
で
︑
郡
老
と
称
し
︑
県
長
は
各
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郡
老
中
の
長
寿
第
一
の
者
で
︑
県
老
と
称
す
︒
県
老
の
上
に
中
央
政
府
の
諸
老
あ
り
︒
諸
老
に
大
老
︑
中
老
︑
少
老
と
い
う
三
つ
の

等
級
が
あ
り
︑
大
老
は
一
人
︑
中
老
は
二
十
五
人
︑
少
老
は
百
人
を
限
り
と
す
る
︒
以
上
す
べ
て
長
寿
が
基
準
で
あ
る
か
ら
︑
国
民

は
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
何
日
何
時
何
分
と
分
単
位
で
出
生
時
刻
を
戸
籍
に
登
載
さ
れ
る
︵
同
右
四
四
頁
︶︒

そ
の
他
︑
理
学
界
は
科
学
優
先
の
世
界
で
あ
り
︑
学
者
が
す
べ
て
を
取
り
仕
切
る
︒
円
了
が
最
後
に
行
き
着
い
た
の
は
哲
学
界
で

あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
政
府
な
く
︑
法
律
な
く
︑
騒
乱
な
く
︑
財
産
な
く
︑
妻
子
な
く
︑
病
患
な
く
︑
天
災
な
く
︑
昼
夜
な
く
︑
四
時

な
く
︑
生
死
な
く
︑
衣
食
を
要
せ
ず
︑
住
居
を
要
せ
ず
︑
教
育
を
要
せ
ず
︑
じ
つ
に
最
楽
自
在
の
天
界
の
地
で
あ
る
︵
同
右
六
〇
頁
︶
︒

さ
て
︑
井
上
円
了
が
星
界
で
想
遊
し
た
世
界
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
︑
円
了
が
哲
学
界
を
除
き
他
の
諸
世
界
に
満
足
し
え
ず
定
住

し
え
な
い
と
考
え
た
理
由
は
︑
い
ず
れ
の
世
界
も
圧
制
を
招
く
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

共
和
界
は
︑
各
人
同
等
同
権
の
理
想
郷
の
よ
う
に
思
え
る
が
︑
そ
の
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
人
は
つ
ね
に
監
視
さ
れ
刑
罰
の
苦

に
怯
え
て
生
き
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
︑
政
府
の
圧
制
を
免
れ
な
い
︑
と
円
了
は
評
す
る
︵
同
右
三
一
頁
︶︒
共
和
政
は
絶
対
君
主
政

に
対
す
る
国
民
主
権
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
立
憲
君
主
政
や
貴
族
共
和
政
︑
社
会
主
義
人
民
共
和
国
等
々
と
政
体
の
枠
組
み

が
多
様
化
し
︑
い
ま
や
一
義
的
な
定
義
が
で
き
な
い
︒
円
了
が
星
界
で
見
た
共
和
界
で
は
︑
政
府
が
社
会
を
代
表
し
︑
国
民
は
政
府

の
も
と
で
自
ら
の
義
務
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ず
︑
そ
こ
か
ら
法
律
の
厳
格
化
が
進
み
︑
圧
制
と
な
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
商
法
界
で
は
︑
自
裁
自
治
の
風
習
が
あ
る
も
の
の
︑
徹
底
し
た
商
業
主
義
︑
経
済
合
理
主
義
︑
と
同
時
に
運
命

決
定
主
義
の
世
界
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
社
会
の
礼
節
や
風
習
が
成
り
立
た
ず
︑
人
情
は
無
視
さ
れ
る
︒
結
局
︑
商
法
界
に
て
は
い

ま
だ
運
命
の
圧
制
を
免
れ
ず
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︵
同
右
三
七
頁
︶︒
し
か
し
︑
商
法
界
で
は
世
間
の
信
用
が
第
一
と
認
め
ら
れ
︑

そ
れ
が
こ
の
世
界
で
の
風
習
︑
人
情
で
あ
っ
て
︑
運
を
天
に
任
す
と
い
う
事
態
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の

例
外
的
事
態
へ
の
対
処
法
を
以
て
運
命
決
定
主
義
で
あ
り
運
命
の
圧
制
を
免
れ
な
い
と
言
う
の
は
︑
論
点
転
化
な
い
し
論
点
混
濁
の
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誤
謬
で
は
な
い
か
︒

女
子
界
は
︑
完
全
に
女
性
中
心
の
世
界
で
あ
り
︑
見
方
に
よ
っ
て
は
﹁
女
子
の
圧
制
あ
り
﹂
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
世
界
で
あ
る
︑

と
円
了
は
評
す
る
︵
同
右
六
〇
頁
︶︒
し
か
し
︑
女
性
が
国
家
・
社
会
の
中
枢
で
働
い
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
︑
そ
れ
が
圧
制
だ
と
は

言
え
な
い
︒
国
家
・
社
会
の
中
枢
で
働
く
者
が
男
性
で
あ
れ
女
性
で
あ
れ
︑
そ
の
こ
と
と
そ
の
国
家
・
社
会
が
圧
制
で
あ
る
か
否
か

と
は
別
問
題
で
あ
る
︒

老
人
界
に
お
け
る
政
府
の
権
勢
は
雷
電
よ
り
強
く
︑
帝
王
の
威
力
は
天
神
よ
り
重
い
︒
そ
の
下
に
無
数
の
人
民
が
圧
伏
す
る
︒
こ

の
た
め
二
億
の
兵
隊
と
五
千
万
の
巡
査
が
常
置
さ
れ
る
︒
か
つ
て
は
帝
王
政
府
の
威
権
が
さ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
た
め
に
人
民
騒
擾

国
状
不
安
が
続
い
た
︒
そ
の
た
め
自
然
に
強
い
政
府
が
求
め
ら
れ
て
現
在
の
状
態
と
な
っ
た
︑
と
円
了
は
言
う
︒
今
日
国
家
が
平
穏

無
事
で
あ
る
の
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
圧
束
抑
制
の
功
力
で
あ
る
︵
同
右
四
六
頁
︶︒
円
了
は
こ
の
よ
う
に
評
す
る
が
︑
先
の
女
子
界
と

同
様
︑
帝
王
が
老
人
で
あ
ろ
う
と
青
年
で
あ
ろ
う
と
︑
男
性
で
あ
ろ
う
と
女
性
で
あ
ろ
う
と
︑
圧
制
に
な
る
の
は
老
若
男
女
と
無
関

係
で
あ
る
︒
理
学
界
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒

井
上
円
了
が
推
奨
す
る
哲
学
界
は
圧
制
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
円
了
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
こ
の
楽
園
に
入
り
た
い
と
思

う
な
ら
ば
︑
有
形
界
す
な
わ
ち
現
世
に
お
い
て
自
ら
の
義
務
を
全
う
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
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
︒
こ
の
義
務
を
全
う
し
て
︑
は
じ
め
て
精
神
世
界
の
永
楽
を
占

領
し
う
る
︑
と
︵
同
右
六
一
頁
︶︒
哲
学
界
に
入
る
た
め
に
は
︑
先
に
円
了
が
﹁
圧
制
﹂
と
し
て
拒
否
し
た
各
世
界
に
お
い
て
も
各
人

そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
を
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
に
等
し
く
︑
哲
学
界
が
安
住
の
世
界
ど
こ
ろ
か
奴
隷
の
世
界
の
果
て
に
な
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る
危
険
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

三

西
洋
事
情

円
了
が
星
界
想
遊
記
を
書
く
際
の
着
想
元
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
荘
子
な
ど
の
古
典
知
識
が
根
底
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
︑
よ
り
直
接
的
な
影
響
関
係
を
見
る
た
め
に
︑
た
と
え
ば
井
上
円
了
の
蔵
書
で
あ
る
哲
学
堂
文
庫
を
見
る
と
︑
そ
こ
に
福
澤

諭
吉
の
﹃
世
界
國
盡
﹄︵
一
八
六
九
年
︶
と
﹃
西
洋
事
情
﹄︵
一
八
六
六
︑
六
八
︑
七
〇
年
︶
が
あ
り
︑
こ
れ
か
ら
の
影
響
は
想
定
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
前
者
は
地
理
を
中
心
と
す
る
世
界
諸
国
案
内
な
の
で
こ
こ
で
は
参
考
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
後
者
で
は

欧
米
の
政
治
・
経
済
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
何
ら
か
の
参
考
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
と
く
に
共
和
界
へ
の
厳
し
い
判
断
は
︑

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
恐
怖
政
治
か
ら
誰
も
が
抱
く
疑
念
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
福
澤
諭
吉
は
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
政
治
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

千
八
百
四
十
八
年
︑
仏
蘭
西
の
共
和
政
治
は
そ
の
法
律
の
過
酷
な
る
こ
と
︑
当
時
立
君
独
裁
と
称
し
た
る
墺
地
利
よ
り
も
尚
お

甚
し
︒︵﹃
福
澤
諭
吉
著
作
集
﹄
第
一
巻
︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
五
頁
︶

こ
の
こ
と
は
︑
一
八
四
八
年
革
命
よ
り
も
一
七
八
九
年
の
い
わ
ゆ
る
大
革
命
と
一
七
九
一
年
の
憲
法
制
定
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒

フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
長
く
暴
政
に
束
縛
さ
れ
た
民
衆
は
自
由
を
得
る
た
め
に
革
命
を
起
こ
す
に
至
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
共
和
政
治
に
よ

る
大
乱
で
国
勢
四
分
五
裂
し
た
た
め
︑﹁
立
君
独
裁
の
全
権
を
待
て
こ
れ
を
遵
奉
す
る
の
心
﹂
が
生
じ
た
︑
と
福
澤
は
解
説
す
る
︒
時

勢
を
わ
き
ま
え
ず
妄
り
に
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
す
れ
ば
﹁
遂
に
は
復
た
苛
酷
の
虐
政
に
窘
め
ら
る
ゝ
こ
と
必
せ
り
︒﹂
︵
同
右
一
三
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四
頁
︶

福
澤
諭
吉
の
思
想
の
特
徴
は
︑
こ
う
し
た
事
態
に
陥
る
原
因
を
民
衆
の
無
知
に
求
め
る
点
で
あ
る
︒

人
に
智
識
な
け
れ
ば
必
ず
悪
事
を
為
す
も
の
な
り
︒
ペ
ル
シ
ャ
人
の
如
き
︑
無
智
蒙
昧
な
る
が
故
に
止
を
得
ず
し
て
虐
政
の
下

に
立
ち
︑
君
主
一
人
の
独
断
に
て
随
意
に
政
を
施
す
と
雖
ど
も
︑
人
民
こ
れ
に
安
ん
じ
て
嘗
て
怪
む
色
な
し
︒
︵
同
右
︶

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ま
さ
に
﹁
政
治
経
済
の
科
を
学
ぶ
﹂
こ
と
が
国
民
の
緊
要
事
と
な
る
︑
と
福
澤
は
力
説
す
る
︵
同
右
一
三
五
頁
︶︒

だ
が
︑
問
題
は
︑
知
識
や
学
問
を
ど
の
よ
う
に
民
衆
の
手
に
渡
す
か
で
は
な
く
︑
知
識
や
学
問
が
現
在
誰
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る

か
に
あ
る
︒
哲
学
館
文
庫
の
蔵
書
に
は
な
い
が
︑
福
澤
諭
吉
の
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄︵
一
八
七
五
年
︶
の
第
九
章
に
注
目
し
た
い
︒
第

八
章
﹁
西
洋
文
明
の
由
来
﹂
で
ギ
ゾ
ー
︵
F
ra
n
ç
o
is
G
u
izo
t,
1
7
8
7
-
1
8
7
4︶
の
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
﹄
を
参
考
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
を
分
類
整
理
し
た
の
ち
︑
第
九
章
で
筆
を
日
本
文
明
に
向
け
る
︒
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
指
摘
を
す
る
︒

人
間
の
交
際
に
於
て
︑
或
は
政
府
︑
或
は
人
民
︑
或
は
学
者
︑
或
は
官
吏
︑
其
地
位
の
如
何
を
問
は
ず
︑
唯
権
力
を
有
す
る
者

あ
ら
ば
︑
仮
令
ひ
智
力
に
て
も
腕
力
に
て
も
︑
其
力
と
名
な
づ
く

る
も
の
に
就
て
は
必
ず
制
限
な
か
る
可
ら
ず
︒
都す

べ

て
人
類
の
有
す
る

権
力
は
決
し
て
純
精
な
る
を
得
べ
か
ら
ず
︒
必
ず
其
中
に
天
然
の
悪
弊
を
胚
胎
し
て
︑
或
は
卑
怯
な
る
が
た
め
に
事
を
誤
り
︑

或
は
過
激
な
る
が
た
め
に
物
を
害
す
る
こ
と
︑
天
下
古
今
の
実
験
に
由
て
見
る
可
し
︒
之
を
偏
重
の
禍
と
名
く
︒
有
権
者
常
に

自
か
ら
戒
め
ざ
る
可
ら
ず
︒
我
国
の
文
明
を
西
洋
の
文
明
に
比
較
し
て
︑
其
趣
の
異
な
る
所
は
特
に
此
の
権
力
の
偏
重
に
就
て

見
る
可
し
︒︵
岩
波
文
庫
一
八
二
頁
︶
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政
府
︑
人
民
︑
学
者
等
の
地
位
を
問
わ
ず
︑
権
力
を
握
り
偏
重
さ
せ
れ
ば
人
類
の
害
を
為
す
︑
と
福
澤
は
警
告
す
る
︒
権
力
の
偏

重
や
濫
用
は
政
治
に
留
ま
ら
ず
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
見
ら
れ
る
︒﹁
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
﹂
と
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が

唱
え
て
有
名
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
︒
井
上
円
了
が
共
和
界
の
圧
制
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
︑
商
法
界
︑
女
子
界
︑
老

人
界
︑
さ
ら
に
理
学
界
に
お
い
て
も
同
様
の
権
力
の
偏
重
に
よ
る
圧
制
を
見
た
の
も
︑
福
澤
諭
吉
と
同
様
の
危
惧
つ
ま
り
現
状
認
識

を
得
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
井
上
円
了
が
理
想
世
界
と
し
て
描
く
哲
学
界
で
は
知
的
権
力
の
偏
重
は
起
き
な
い
の
だ

ろ
う
か
︒
円
了
曰
く
︑﹁
こ
の
界
の
人
民
は
教
育
を
受
け
ず
学
問
を
修
め
ざ
る
も
︑
自
ら
万
理
に
通
じ
諸
法
に
明
ら
か
に
︑
知
徳
円
満

完
備
せ
る
を
も
っ
て
︑
学
校
の
設
あ
る
こ
と
な
し
﹂︵
前
掲
五
八
頁
︶︒
哲
学
界
に
お
い
て
は
︑
知
識
は
知
者
に
教
え
与
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
﹁
自
ず
か
ら
﹂
誰
で
も
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
習
得
さ
れ
た
知
識
・
知
恵
の
量
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
︒
だ
が
︑
哲
学
界
に
入
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
︑
哲
学
界
に
入
る
前
の
人
民
の
教
育
や
学
問
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
問
題
は
︑
如
何
に
し
て
哲
学
界
に
入
り
う
る
か
に
あ
る
︒

話
を
戻
し
て
︑
つ
ぎ
に
円
了
自
身
が
行
っ
た
長
期
の
海
外
旅
行
で
の
見
聞
と
こ
の
想
遊
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
︒

井
上
円
了
は
長
期
海
外
旅
行
を
三
回
行
っ
て
い
る
が
︑﹃
星
界
想
遊
記
﹄
以
前
に
行
わ
れ
た
海
外
視
察
と
し
て
は
一
八
八
八
年
六
月

九
日
か
ら
八
九
年
六
月
二
八
日
ま
で
の
欧
米
旅
行
が
あ
る
︒
こ
の
時
の
見
聞
は
﹃
欧
米
各
国
政
教
日
記
﹄
上
下
編
︵
一
八
八
九
年
︶

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︵
選
集
第
二
三
巻
︒
そ
の
一
部
は
先
に
﹃
日
本
人
﹄
に
投
稿
さ
れ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
本
書
を
参
照
す
る
︶︒

教
育
事
情
と
宗
教
事
情
が
報
告
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
法
経
思
想
の
み
取
り
上
げ
る
︒

井
上
円
了
が
第
一
回
目
の
欧
米
視
察
で
最
も
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
︑
欧
米
各
国
お
よ
び
そ
の
国
民
の
独
立
自
負
の
精
神
で

あ
っ
た
︒
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政
教
子
の
最
も
驚
き
か
つ
感
じ
た
る
も
の
は
︑
各
国
人
民
み
な
独
立
の
精
神
を
有
し
独
立
の
気
風
に
富
む
こ
れ
な
り
︒
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
︒︵
同
右
一
四
四
頁
︶

こ
う
し
た
独
立
性
を
維
持
す
る
に
最
も
必
要
な
三
大
機
関
と
し
て
︑
円
了
は
︑
言
語
・
歴
史
・
宗
教
を
挙
げ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
変

化
し
や
す
い
人
心
を
変
化
さ
せ
ず
持
続
さ
せ
る
力
を
有
す
る
︒
言
語
は
︑
空
間
的
に
人
心
を
結
合
し
︑
歴
史
は
︑
時
間
的
に
人
の
精

神
を
永
続
さ
せ
︑
宗
教
は
︑
こ
れ
ら
両
者
の
力
を
併
せ
持
つ
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
各
国
固
有
の
言
語
・
歴
史
・
宗
教
を
保
存
す
る
こ
と

は
︑
そ
の
国
の
独
立
を
維
持
す
る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
︵
同
右
一
四
六
頁
︶︒
と
こ
ろ
が
︑
わ
が
国
の
現
状
は
︑
日
本
古

来
の
学
問
も
事
業
も
組
織
も
目
的
も
そ
の
独
立
を
失
い
︑
西
洋
の
事
物
に
左
右
さ
れ
︑
最
も
貴
重
な
独
立
の
精
神
そ
の
も
の
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
︒
こ
の
勢
い
で
行
け
ば
﹁
日
本
人
は
到
底
一
定
の
主
義
な
く
一
致
の
運
動
な
く
︑
民
心
離
散
し
上
下
相
和
せ
ず
︑
そ
の

極
み
国
家
の
独
立
を
失
う
に
至
り
て
や
む
よ
り
ほ
か
な
し
﹂︵
同
右
一
四
五
頁
︶︑
と
円
了
は
日
本
の
国
情
を
憂
う
︒

米
国
の
宗
教
は
﹁
満
嚢
自
由
の
空
気
を
も
っ
て
吸
入
せ
る
も
の
な
り
︑
全
身
自
由
の
精
神
を
も
っ
て
注
射
せ
る
も
の
な
り
﹂︵
同
右

四
三
頁
︶︒
こ
れ
は
︑
も
と
も
と
米
国
人
が
信
教
の
自
由
︑
教
会
の
独
立
を
唱
え
て
母
国
か
ら
移
民
し
て
き
た
こ
と
に
由
来
し
︑
彼
ら

の
宗
教
的
自
由
の
精
神
は
政
治
的
な
自
由
へ
と
自
ず
か
ら
発
展
す
る
︒

合
衆
国
は
そ
の
政
体
自
由
共
和
に
し
て
︑
そ
の
各
連
邦
ほ
と
ん
ど
独
立
の
組
織
を
有
す
︒
し
か
し
て
︑
そ
の
国
の
宗
教
ま
た
自
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由
独
立
の
組
織
を
有
し
︑
各
教
会
独
立
し
て
各
寺
の
法
律
を
制
定
し
︑
こ
れ
を
総
裁
統
轄
す
る
本
山
な
く
︑
ま
た
教
正
な
し
︒

︵
同
右
︶

米
国
で
は
︑
共
和
政
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
自
由
を
失
わ
ず
︑
圧
制
に
至
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︒
日
米
を
比
較
し

て
考
え
る
と
︑
米
国
は
﹁
歴
史
な
き
新
開
の
国
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
日
本
は
﹁
歴
史
に
よ
り
て
建
て
た
る
旧
国
﹂
で
あ
る
︒
米

国
は
﹁
平
等
同
権
︑
自
由
共
和
の
斉
民
的
主
義
の
国
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
日
本
は
﹁
上
下
貴
賎
の
秩
序
階
級
あ
る
国
﹂
で
あ
る
︒

米
国
は
﹁
外
冠
の
患
い
な
く
外
国
の
関
係
少
な
き
国
﹂
で
あ
る
が
︑
日
本
は
そ
う
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
米
国
は
も
と
も
と
自
由
の

実
現
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
国
で
あ
り
︑
し
か
も
外
か
ら
の
侵
略
に
怯
え
ず
に
済
む
地
理
上
の
利
点
が
あ
っ
た
︒
そ
の
点
で
自
由
と

独
立
を
維
持
し
や
す
い
環
境
に
あ
る
と
い
う
︵
な
お
︑
黒
人
問
題
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
︶

こ
う
し
た
相
異
を
見
る
と
︑
日
本
は
米
国
よ
り
も
欧
州
各
国
の
事
情
に
類
同
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︑
と
円
了
は

言
う
︵
同
右
一
四
三
頁
︶︒
し
た
が
っ
て
円
了
は
︑
日
本
の
政
体
と
し
て
米
国
の
よ
う
な
共
和
政
で
は
な
く
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
立
憲
君

主
政
に
範
を
求
め
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
米
国
か
ら
大
勢
日
本
に
来
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
動
向
を
危
惧
す
る
︒

も
し
︑
こ
の
宗
教
ひ
と
た
び
人
心
中
に
入
る
と
き
は
︑
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
共
和
自
由
の
思
想
を
養
成
し
︑
そ
の
思
想
発
し

て
政
治
上
の
共
和
自
由
を
唱
う
る
に
至
る
を
計
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
れ
︑
我
が
輩
が
今
よ
り
そ
の
結
果
の
い
か
ん
を
憂
慮
す
る
と

こ
ろ
な
り
︒︵
同
右
四
五
頁
︶

井
上
円
了
は
︑
欧
米
政
教
日
記
と
同
時
期
に
公
刊
し
た
﹃
日
本
政
教
論
﹄
で
も
︑
我
が
国
に
来
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
多
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く
が
ア
メ
リ
カ
出
身
で
あ
る
こ
と
を
憂
い
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
ア
メ
リ
カ
は
共
和
政
体
を
と
り
︑﹁
全
く
自
由
共
和
︑
平
権
同
等

の
主
義
に
基
づ
き
た
る
も
の
に
し
て
︑
そ
の
宗
教
上
の
思
想
は
わ
が
国
政
体
上
の
思
想
と
並
行
両
立
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
﹂︵
選
集

第
八
巻
六
〇
頁
︶
か
ら
で
あ
る
と
言
う
︒

星
界
想
遊
記
で
見
た
よ
う
に
︑
井
上
円
了
は
︑
共
和
界
の
み
な
ら
ず
商
法
界
︑
女
子
界
︑
老
人
界
︑
理
学
界
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
そ
の
内
部
に
共
和
主
義
的
匂
い
を
嗅
ぎ
つ
け
︑
こ
れ
を
﹁
圧
制
﹂
と
し
て
排
除
し
た
︒
欧
米
で
の
視
察
で
欧
米
人
の
独
立
精
神
に

衝
撃
を
受
け
︑
現
今
日
本
の
独
立
精
神
の
欠
如
を
憂
う
が
︑
人
民
の
独
立
精
神
に
基
づ
く
一
つ
の
政
体
で
あ
る
共
和
政
は
あ
く
ま
で

も
拒
否
さ
れ
る
︒

井
上
円
了
の
こ
の
長
期
海
外
視
察
は
︑
哲
学
館
開
設
︵
一
八
八
七
年
九
月
一
六
日
︶
後
一
年
を
待
た
ず
し
て
行
わ
れ
た
が
︑
円
了

は
帰
国
す
る
と
す
ぐ
に
哲
学
館
改
良
に
取
り
組
ん
だ
︒﹁
欧
米
各
国
ノ
事
ハ
日
本
ニ
安
坐
シ
テ
想
像
ス
ル
ト
ハ
大
ニ
差
異
ナ
ル
モ
ノ

ナ
リ
﹂︵﹁
哲
学
館
改
良
目
的
に
つ
い
て
﹂
一
八
八
九
年
一
〇
月
︑﹃
東
洋
大
学
百
年
史

資
料
編
Ⅰ
・
上
﹄
東
洋
大
学
︑
一
九
八
八
年
︶

と
し
︑
欧
米
巡
視
中
第
一
番
に
感
じ
た
こ
と
は
︑
一
国
の
独
立
を
維
持
す
る
に
は
自
国
の
言
語
︑
文
章
︑
歴
史
︑
宗
教
を
保
護
す
る

こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
る
に
わ
が
国
で
は
︑
わ
が
国
固
有
の
学
問
芸
術
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
講
究

す
る
学
者
が
少
な
い
︒

苟
モ
日
本
国
ア
リ
日
本
国
固
有
ノ
学
術
宗
教
ア
ル
以
上
ハ
先
ツ
之
ヲ
講
究
シ
傍
ラ
西
洋
ノ
学
術
ヲ
講
究
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
レ

唯
︑
学
術
研
究
ノ
順
序
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
国
独
立
上
ニ
於
テ
最
モ
必
要
ナ
ル
条
件
ナ
リ
︵﹁
哲
学
館
改
良
の
目
的
﹂
同
年
七
月

二
八
日
︑
同
右
一
〇
一
頁
︶
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我
邦
ニ
ハ
我
邦
固
有
ノ
学
問
ア
リ
史
学
文
学
宗
教
学
等
是
レ
ナ
リ
之
ヲ
愛
護
シ
之
ヲ
専
攻
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ル
ハ
日
本
従
来
ノ

学
問
ヲ
振
起
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
日
本
ノ
人
心
を
維
持
シ
独
立
ヲ
保
存
ス
ル
ニ
必
要
ナ
リ
是
ニ
於
テ
日
本
主
義
ノ
大

学
ヲ
設
立
ス
ル
必
要
起
ル
﹂︵﹁
哲
学
館
将
来
の
目
的
﹂
一
八
八
九
年
八
月
︑
同
右
一
〇
二
頁
︶

井
上
円
了
は
欧
米
で
そ
の
独
立
精
神
の
強
靱
さ
を
実
感
し
︑
現
今
日
本
に
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
と
反
省
し
て
︑
帰
国
後
直
ち
に
教

育
改
革
に
取
り
組
ん
だ
︒
独
立
精
神
を
維
持
す
る
も
の
は
自
国
の
言
語
・
歴
史
・
宗
教
で
あ
り
︑
わ
が
国
で
も
日
本
古
来
の
独
自
な

学
術
宗
教
を
復
興
し
︑
こ
れ
を
攻
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
考
え
た
円
了
は
︑
自
ら
創
設
し
た
哲
学
館
を
﹁
日
本
主
義
の
大

学
﹂
へ
と
改
良
す
る
計
画
を
練
る
︒

最
後
に
︑
海
外
視
察
中
に
井
上
円
了
が
思
い
つ
い
た
一
つ
の
経
済
政
策
を
見
て
お
き
た
い
︒

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
の
汽
船
に
乗
っ
た
際
︑
上
等
船
客
四
〇
〇
余
名
の
う
ち
九
割
が
フ
ラ
ン
ス
へ
遊
び
に
行
く
ア
メ

リ
カ
人
だ
と
知
り
︑
井
上
円
了
は
外
国
人
の
来
遊
に
よ
る
安
直
な
富
国
政
策
を
思
い
つ
く
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑
海
外
貿
易
で
は

高
額
の
関
税
が
か
か
る
の
で
︑
外
国
人
に
日
本
へ
来
て
も
ら
っ
て
安
価
に
物
品
を
購
入
し
て
も
ら
う
こ
と
︑
第
二
に
︑
外
国
人
の
口

に
合
わ
な
い
と
さ
れ
る
米
食
︑
米
酒
︑
醤
油
の
ご
と
き
は
︑
彼
ら
が
味
に
慣
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
︑
日
本
滞
在
中
に
繰
り
返
し

こ
れ
を
味
わ
え
ば
慣
れ
て
輸
出
品
の
増
加
と
な
る
こ
と
︑
第
三
に
︑
日
本
従
来
の
遊
興
技
芸
︵
例
え
ば
書
画
︑
碁
︑
将
棋
︑
茶
の
湯
︑

挿
花
等
︶
を
現
地
体
験
し
て
も
ら
い
︑
西
洋
に
伝
え
て
も
ら
う
こ
と
︑
第
四
に
︑
道
路
の
改
良
︑
建
築
︑
美
術
︑
演
戯
等
の
改
良
が

進
む
こ
と
︑
第
五
に
︑
日
本
人
が
西
洋
人
の
風
を
見
て
開
明
の
事
情
を
知
り
風
俗
改
良
が
自
然
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
︑
第

六
に
︑
野
蛮
の
国
と
思
わ
れ
て
い
る
日
本
の
実
状
を
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
︑
彼
ら
は
日
本
贔
負
に
な
る
こ
と
︑
で
あ
る
︵
同
右
五
一

～
五
二
頁
︶︒
ど
こ
ま
で
本
気
で
考
え
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
の
政
策
は
︑
現
在
日
本
の
重
要
な
経
済
政
策
の
一
つ
に
も
な
っ
て
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い
る
い
わ
ゆ
る
観
光
立
国
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

四

小
活

井
上
円
了
に
も
法
学
・
経
済
学
に
関
す
る
言
説
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
︑
現
状
分
析
に
基
づ
く
実
証
科
学
的
考
察
と
い
う
よ

り
も
多
分
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
︑
論
理
的
に
も
十
分
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
円
了
は
︑
国
の
本
に
な
る
も
の
は

何
か
と
自
問
し
︑
そ
れ
は
兵
力
で
も
商
業
で
も
金
銭
で
も
学
問
で
も
な
い
と
言
う
︒
と
言
う
の
も
︑
兵
力
だ
と
し
た
ら
そ
の
兵
力
の

本
は
何
に
あ
る
か
と
の
問
い
が
生
ま
れ
︑
同
様
に
し
て
商
業
の
本
は
︑
金
銭
︑
学
問
の
本
は
と
問
い
は
尽
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
円

了
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
答
え
は
精
神
に
あ
る
︒

国
の
本
は
人
に
あ
り
︑
人
の
本
は
精
神
に
あ
り
︑
精
神
ひ
と
た
び
定
ま
り
て
︑
初
め
て
国
家
の
富
強
を
講
ず
る
こ
と
を
得
る
な

り
︒
兵
力
も
商
業
も
学
問
も
み
な
こ
の
精
神
に
よ
り
て
︑
初
め
て
そ
の
活
用
実
功
を
見
る
こ
と
を
得
る
な
り
︒
し
か
し
て
︑
そ

の
精
神
を
一
定
す
る
の
法
は
教
育
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒︵
前
掲
﹃
欧
米
各
国
政
教
日
記
﹄
二
三
頁
︶

こ
こ
で
言
う
教
育
は
︑
学
校
教
育
に
留
ま
ら
ず
︑
知
力
の
教
育
全
般
を
指
し
︑﹁
社
会
百
般
の
事
々
物
々
︑
政
治
︑
宗
教
︑
人
情
︑

風
俗
よ
り
天
文
︑
地
理
︑
気
候
︑
地
味
に
い
た
る
ま
で
︑
い
や
し
く
も
わ
が
体
外
に
囲
続
せ
る
万
象
万
化
︑
み
な
こ
と
ご
と
く
わ
れ

を
教
育
し
て
一
時
も
休
ま
ざ
る
も
の
な
り
﹂︵
同
右
︶
と
言
う
︒
そ
の
た
め
に
も
︑
誰
も
み
な
学
校
の
外
に
出
て
﹁
活
学
活
書
﹂
を
志

し
︑
世
界
各
地
を
渉
猟
し
て
世
界
の
動
向
に
つ
い
て
見
聞
を
広
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
維
新
以
来
︑
欧
米
各
国
の
文
物
と
と
も
に

宗
教
も
次
々
と
我
が
国
に
入
り
︑
機
械
文
明
だ
け
で
な
く
精
神
界
に
ま
で
深
く
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒
﹁
わ
が
政
府
︑
維
新
以
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来
百
般
の
制
度
を
改
良
す
る
に
当
た
り
︑
年
々
有
為
の
士
を
欧
米
に
差
し
遣
わ
し
て
︑
あ
る
い
は
学
術
上
︑
あ
る
い
は
実
際
上
︑
か

の
地
に
あ
る
事
々
物
々
を
観
察
せ
し
め
た
り
﹂︵
前
掲
﹃
日
本
政
教
論
﹄
五
一
頁
︶︒
欧
米
の
法
経
思
想
や
そ
の
諸
制
度
は
我
が
国
で

も
だ
い
ぶ
明
ら
か
と
な
り
法
律
が
整
え
ら
れ
経
済
の
合
理
化
も
進
ん
だ
︒
学
術
も
徐
々
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
︒
だ
が
︑
日
本
の
本
を

左
右
し
か
ね
な
い
欧
米
の
宗
教
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
は
あ
ま
り
に
無
知
で
あ
り
無
防
備
に
過
ぎ
た
︒
こ
う
憂
慮
す
る
円
了
は
︑
海
外

視
察
に
際
し
﹁
国
家
の
た
め
に
ひ
と
り
政
教
の
将
来
を
憂
慮
し
︑
自
ら
進
み
て
欧
米
各
国
の
巡
遊
を
企
画
す
る
に
至
り
し
ゆ
え
ん
な

り
﹂
︵
同
右
︶
と
そ
の
抱
負
を
述
べ
る
︒

あ
る
人
が
円
了
に
︑
あ
な
た
は
哲
学
者
で
あ
る
の
に
な
ぜ
政
教
を
論
じ
る
の
か
と
問
う
の
に
答
え
て
円
了
曰
く
︑﹁
政
教
す
な
わ
ち

哲
学
な
り
﹂︵
前
掲
﹃
欧
米
各
国
政
教
日
記
﹄
二
一
頁
︶︒
哲
学
に
は
理
論
哲
学
と
実
際
哲
学
が
あ
り
︑
政
教
は
後
者
に
属
す
る
︒
理

論
哲
学
は
真
理
発
見
を
目
的
と
す
る
が
︑
実
際
哲
学
は
実
益
を
興
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
宗
教
学
と
教
育
学
が
こ
れ
に
あ
た

る
︒
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
︑
法
経
の
本
と
な
る
精
神
の
涵
養
を
企
図
す
る
宗
教
と
教
育
に
専
念
す
る
こ
と
︑
で
あ
る
︒
こ

れ
が
︑
井
上
円
了
の
答
え
で
あ
り
︑
生
涯
を
か
け
て
な
さ
れ
た
実
践
で
あ
ろ
う
︒
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