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高
田
保
馬
の
描
-
「
全
膿
社
合
」
像

-
　
『
民
族
論
』
か
ら
『
世
界
社
合
論
』
　
へ
　
-

110

は
じ
め
に

高
田
保
馬
の
多
彩
な
文
業
の
う
ち
へ
　
『
民
族
論
』
　
を
は
じ
め
と
す

る
民
族
学
関
連
の
著
作
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
批
判
的
に
と
ら
れ

る
こ
と
の
は
う
が
多
い
。
一
面
か
ら
み
る
と
高
田
は
'
満
州
事
変
か

ら
敗
戦
ま
で
の
期
間
に
も
時
局
に
寄
り
添
う
よ
う
な
民
族
論
を
展
開

し
た
社
会
学
者
で
あ
る
へ
　
と
い
う
印
象
を
い
だ
か
れ
て
も
む
り
の
な

い
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戦
時
中
の
情
勢
と
高
田
の
民

族
研
究
と
を
関
係
づ
け
て
'
い
く
つ
か
の
批
判
点
ら
し
き
も
の
を
見

出
す
こ
と
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で

高
田
民
族
論
を
擁
護
す
る
者
も
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
高
田
の
著
作

に
み
ら
れ
る
卓
抜
な
論
理
性
が
'
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
大
道
へ
一
九
五
三
)
。
だ
が
'
批
判
と
擁
護
の
い
ず
れ
の
立
場
を
と

吉
　
　
野
　
　
浩
　
　
司

る
に
し
て
も
'
高
田
の
あ
る
一
時
期
の
著
作
を
個
別
に
と
り
あ
げ
へ

そ
の
可
否
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
か
わ
り
な
い
。
確

か
に
そ
う
し
た
個
別
の
批
評
は
、
そ
れ
な
り
に
意
義
の
あ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
高
田
保
馬
の
真
価
は
、
む
し
ろ
高
田
社
会
学
全
体
の

一
貫
性
へ
体
系
性
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る

と
へ
　
あ
る
時
期
を
便
宜
的
に
切
り
取
っ
て
論
評
す
る
こ
と
で
'
な
に

か
見
落
と
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
の
課
題

は
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
行
論
と
し
て
は
、
高
田
の
民
族
研
究
へ
の
い
-
つ
か

の
批
判
を
と
り
あ
げ
へ
　
そ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
高
田
像
の
1
側
面
を
読

み
取
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
上
で
も
　
そ
う
し
た
特
徴
づ
け
か
ら
す
る

と
看
過
し
て
し
ま
い
が
ち
な
、
も
う
7
　
つ
の
高
田
保
馬
像
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
み
た
い
。
そ
の
さ
い
に
着
眼
し
た
の
は
「
全
鰭
社
会
」
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概
念
で
あ
る
。
高
田
社
会
学
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
全
虐
社
会
」
　
の
観

点
か
ら
彼
の
学
問
を
整
理
し
な
お
す
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
戦

争
中
の
著
作
に
限
定
し
た
批
評
か
ら
は
み
え
て
こ
な
い
、
高
田
社
会

学
の
l
貰
性
と
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
へ
　
そ
れ
が
本
稿
の
ね

(
-
)

ら
い
で
あ
る
。

一
高
田
民
族
論
へ
の
批
判

新
明
正
道
が
Ⅹ
Y
z
の
筆
名
で
高
田
の
「
人
類
主
義
か
ら
民
族
主

義
へ
の
輯
向
」
　
(
新
明
へ
一
九
三
四
一
二
二
七
)
　
を
難
じ
て
以
来
へ

そ
の
種
の
批
判
は
現
代
に
至
る
ま
で
絶
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
'
公
職

追
放
の
一
幕
と
も
あ
い
ま
っ
て
'
高
田
の
　
「
大
東
亜
戦
争
」
前
後
の

文
業
へ
　
わ
け
て
も
民
族
論
関
連
の
研
究
に
'
い
ま
だ
暗
い
窮
を
落
と

し
て
い
る
。

例
え
ば
清
野
正
義
は
'
一
九
三
一
(
昭
和
六
)
年
の
満
州
事
変
か

ら
敗
戦
の
一
九
四
五
　
(
昭
和
二
十
)
年
に
至
る
、
い
わ
ゆ
る
「
十
五

年
戦
争
」
と
高
田
民
族
論
と
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
調
子

で
追
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
国
策
課
題
へ
の
実
践
的
コ
-
ッ
ト

メ
ン
ト
」
　
で
あ
る
高
田
の
東
亜
民
族
論
は
'
「
『
大
東
亜
共
栄
圏
』
へ

『
大
東
亜
共
同
体
』
　
な
ど
の
思
想
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
　
『
民
族

の
理
論
』
　
に
よ
る
理
論
化
」
　
(
清
野
へ
一
九
九
二
一
四
九
～
五
〇
)

に
は
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
。
ま
た
「
経
験
科
学
的
に
論
証
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
-
か
れ
の
念
頭
に
存
在
し
な
か
っ
た
か

の
よ
う
に
見
え
る
」
　
こ
と
、
あ
る
い
は
「
日
本
帝
国
主
義
が
『
十
五

年
戦
争
』
中
に
行
っ
た
す
べ
て
の
侵
略
行
為
を
合
理
化
L
へ
　
こ
れ
を

東
亜
民
族
の
自
己
防
衛
の
行
為
と
し
て
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」

理
論
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
難
じ
て
い
る
　
(
清
野
へ
一
九
九
二
‥
五

一
)
。
さ
ら
に
福
間
良
明
は
、
高
田
が
民
族
に
注
目
す
る
よ
う
に

な
っ
た
き
っ
か
け
を
「
満
州
事
変
以
降
の
政
治
状
況
、
と
く
に
日
中

戦
争
」
　
(
福
間
へ
　
二
〇
〇
三
‥
二
一
)
　
に
求
め
へ
　
そ
の
　
「
民
族
社
会

学
」
が
「
東
亜
共
同
体
論
を
取
り
入
れ
な
が
ら
へ
東
亜
民
族
論
を
展

開
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
　
(
福
間
へ
　
二
〇
〇
三
　
二

四
)
。
く
わ
え
て
河
村
望
は
う
　
「
高
田
保
馬
が
平
和
主
義
と
世
界
主
義

を
最
終
的
に
放
棄
す
る
に
い
た
っ
た
の
も
'
国
際
・
国
内
情
勢
に
つ

い
て
の
彼
の
見
通
し
の
誤
り
が
日
中
戦
争
の
開
始
に
よ
っ
て
決
定
的

に
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
」
だ
と
す
る
　
(
河
村
、
一
九
七
五
一
二
六

〇
)
。
の
み
な
ら
ず
、
「
高
田
は
'
日
本
民
族
の
　
『
優
秀
な
る
資
格
』

を
『
共
同
社
会
的
結
合
の
強
さ
』
と
　
『
争
闘
本
能
と
そ
れ
に
も
と
づ

-
勢
力
要
求
』
　
に
も
と
め
て
'
侵
略
戦
争
を
賛
美
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
」
と
し
た
　
(
河
村
へ
一
九
七
五
‥
二
四
七
)
。

さ
ら
に
批
判
の
矛
先
が
敗
戦
直
後
の
言
動
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
も

Ill
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の
も
あ
る
。
高
田
は
'
公
職
追
放
の
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
へ
　
「
『
十
五
年
戦
争
』
　
の
時
代
の
す
べ
て
の
　
『
責
任
』
が
『
み
そ

ぎ
』
さ
れ
て
'
社
会
学
者
と
し
て
の
理
論
上
の
責
任
ま
で
も
が
水
に

流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
復
活
し
た
」
　
(
清
野
、
一
九
八
七

一
二
〇
)
　
の
だ
と
。
あ
る
い
は
　
「
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
を
境

に
し
て
、
一
八
〇
度
転
換
す
る
評
論
を
何
の
自
己
批
判
を
す
る
こ
と

も
な
く
開
陳
す
る
知
識
人
と
し
て
の
責
任
倫
理
」
を
問
う
も
の
も
あ

る
　
(
北
島
へ
　
二
〇
〇
二
　
一
〇
六
～
一
〇
七
)
。

こ
う
し
た
批
判
は
う
　
な
に
も
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
-
'

す
で
に
敗
戦
直
後
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
へ
高
田
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
反
論
を
書
い
て
い
る
。
「
〔
-
‥
〕
　
若
干
の
雑
誌
に
'
戦

争
中
の
評
論
や
著
作
を
検
討
す
る
と
い
ふ
記
事
が
あ
ら
は
れ
た
。
中

に
は
私
が
耐
乏
論
を
以
て
軍
部
追
随
を
し
た
と
い
ひ
'
私
の
民
族
主

義
を
以
て
戦
争
の
支
持
で
あ
る
と
い
ふ
。
耐
乏
論
は
明
治
四
十
四
年

以
来
の
宿
論
で
あ
る
。
追
随
し
た
の
は
軍
部
で
は
な
い
の
か
。
私
の

民
族
主
義
の
何
で
あ
る
か
は
『
民
族
論
』
と
『
東
亜
民
族
論
』
と
が

之
を
正
面
か
ら
証
明
す
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
自
由
主
義
以
外

の
何
者
で
も
な
い
。
後
者
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
戦
争
理
由
は
『
云
ひ

わ
け
』
　
に
過
ぎ
ず
、
所
謂
派
生
体
で
あ
る
。
論
者
は
自
己
の
無
知
を

告
白
し
て
ゐ
る
」
　
(
一
九
五
七
一
八
)
0

確
か
に
純
粋
に
学
術
的
な
著
述
の
み
な
ら
ず
へ
　
あ
ま
た
の
時
論
を

二
心
に
書
き
つ
づ
け
'
た
だ
な
ら
ぬ
情
勢
の
解
釈
を
一
社
会
学
者
と

し
て
読
者
に
示
そ
う
と
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
期
せ
ず

し
て
、
戦
争
を
肯
定
し
、
大
衆
を
あ
お
る
結
果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う

(
2
)

か
。
む
ろ
ん
高
田
本
人
に
そ
の
意
図
は
な
い
。
意
図
に
反
し
て
大
衆

が
煽
動
さ
れ
て
い
る
兆
し
を
察
し
た
と
す
れ
ば
へ
　
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
避
け
た
は
ず
で
あ
る
。
戦
後
の
発
言
な
が
ら
へ
高
田
は
戦
争
中
に

己
に
課
し
た
禁
欲
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

「
聖
戦
へ
　
東
亜
共
栄
圏
、
大
東
亜
戦
争
へ
　
八
紘
一
宇
へ
　
東
亜
建
設

等
多
数
の
軍
部
革
新
官
僚
の
用
語
、
又
は
文
部
省
の
日
本
精
神
的
諸

概
念
が
作
ら
れ
た
。
私
は
そ
れ
を
一
つ
も
採
り
上
げ
て
用
ひ
な
い
だ

け
の
潔
癖
を
推
し
通
し
た
。
こ
れ
は
軍
部
の
動
き
に
対
す
る
最
低
限

の
反
抗
で
あ
る
。
反
覆
し
て
云
ふ
。
私
は
自
分
の
言
説
の
中
に
『
大

東
亜
』
と
い
ふ
文
字
を
避
け
て
い
る
。
之
を
筆
の
汚
れ
と
考
へ
た
の

で
あ
る
」
(
一
九
五
七
一
一
六
八
)
。

と
も
あ
れ
へ
　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
批
判
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
は
う
　
「
民
族
主
義
へ
の
韓
向
」
や
「
軍
部
へ
の
追
随
」
を
行
う
'

あ
る
い
は
時
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
「
一
八
〇
度
転
換
」
す
る
よ
う
な

評
論
を
書
-
高
田
保
馬
像
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
は
高
田
の
あ
る
一

時
期
を
切
り
取
っ
た
限
り
で
は
一
面
の
事
実
で
は
あ
る
。
し
か
し
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「
樽
向
」
　
や
　
「
追
随
」
を
い
う
に
は
'
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
'
あ

る
い
は
そ
れ
以
降
の
高
田
の
言
説
を
丹
念
に
追
っ
て
い
く
と
い
う
作

業
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
　
「
韓
向
」
　
や
　
「
追

随
」
や
「
一
八
〇
度
の
転
換
」
と
は
違
う
も
　
も
う
一
つ
の
高
田
保
馬

像
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
高
田
の
民
族
論
は
'
少
な
く

と
も
着
想
と
し
て
は
　
「
人
種
問
題
私
見
」
　
(
一
九
一
八
)
　
に
遡
り
う

る
も
の
で
あ
る
L
へ
　
理
論
の
骨
格
か
ら
い
え
ば
'
戦
後
初
の
本
格
的

な
著
作
で
あ
る
『
世
界
社
舎
論
』
　
に
も
も
ち
こ
さ
れ
て
い
る
「
宿

論
」
　
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
理

論
や
主
張
に
変
節
の
み
ら
れ
な
い
'
別
の
統
一
的
な
高
田
像
が
浮
か

(
3
)

び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
高
田
民
族
論
の
萌
芽
と
し
て
の
　
「
人
種
問
題
私
見
」

高
田
が
民
族
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
い
う
の
ほ
う
実

は
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
満
州
事
変
」
や
「
支
那
事
変
」
　
で

は
な
い
。
そ
れ
を
つ
き
と
め
る
に
は
、
大
正
年
間
に
ま
で
遡
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
民
族
と
い
う
発
想
が
'
一
九
一
九
　
(
大
正
八
)
年
の
帰

郷
の
さ
い
に
勃
然
と
沸
い
て
出
た
と
き
の
こ
と
を
高
田
は
回
想
し
て

い
る
。「

社
台
撃
原
理
を
か
い
た
時
の
私
に
は
、
階
級
と
い
ふ
こ
と
よ
り

頭
の
中
に
な
か
っ
た
。
コ
ス
モ
ポ
-
タ
ン
的
傾
向
に
支
配
さ
れ
て
ゐ

た
私
に
と
っ
て
は
'
民
族
と
云
ふ
も
の
は
'
極
め
て
軽
い
意
義
し
か

も
ち
得
な
か
っ
た
。
然
る
に
そ
の
の
ち
'
心
の
奥
か
ら
民
族
と
云
ふ

大
な
る
事
賓
が
頑
を
も
ち
上
げ
て
来
た
。
〔
・
-
=
〕
　
こ
の
民
族
と
云

ふ
事
賓
を
ど
う
す
る
か
と
、
心
の
中
で
叫
び
を
上
げ
た
の
で
あ
ら
う
。

〔
-
-
・
〕
　
階
級
の
将
来
を
考
へ
る
と
共
に
'
民
族
の
将
来
を
考
へ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。
ま
た
へ
階
級
問
題
に
封
す
る
と
こ
ろ
の
一
定

の
封
策
は
'
屡
々
民
族
問
題
の
上
に
新
な
る
困
難
を
も
た
ら
す
で
あ

ら
う
と
も
考
へ
た
」
　
(
l
九
三
四
‥
一
九
)
。
さ
ら
に
い
う
と
'
「
民

族
を
重
視
す
る
態
度
が
漸
-
強
-
な
っ
て
来
た
」
　
の
か
へ
一
九
一
一
六

(
大
正
十
五
)
年
に
始
ま
る
河
上
肇
と
の
人
口
問
題
論
争
で
あ
る
こ

と
も
明
し
て
お
り
へ
　
そ
の
意
味
で
'
「
満
洲
事
愛
あ
た
り
以
来
急
に

附
焼
刃
を
し
て
ゐ
る
人
々
と
は
動
き
が
別
で
あ
る
」
　
こ
と
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
　
(
一
九
三
四
‥
二
〇
)
0

か
ん
じ
ん
の
高
田
の
民
族
論
の
骨
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
ほ
う

『
大
阪
毎
日
新
聞
』
　
に
寄
せ
た
「
人
種
問
題
私
見
」
　
(
一
九
一
八
)
　
で

あ
る
。
「
我
園
の
提
案
に
か
か
る
人
種
平
等
の
原
則
は
遂
に
有
耶
無

耶
の
形
に
葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
の
嘆
息
よ
り
始
ま
る
こ
の
記
事

は
'
高
田
民
族
論
を
語
る
上
で
は
さ
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
高
田
の
民
族
論
の
構
想
は
'
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い
わ
ゆ
る
「
十
五
年
戦
争
」
と
い
う
時
局
に
便
乗
し
て
唱
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
む
し
ろ
人
種
差
別
へ

不
平
等
の
問
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
高
田
民
族
論
は
へ
　
そ
の
発
想
の

根
源
に
特
に
ア
メ
-
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
に
沸
き
あ
が
っ
た
人
種

差
別
へ
の
不
満
が
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ア
メ
-
カ
で
は
一
九
〇
八
年
に
日
米
紳
士
協
約
(
そ
の
後
一
九
二

四
年
に
排
日
移
民
法
に
発
展
)
　
が
'
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
で
は
l
九
〇

l
年
に
白
豪
主
義
を
法
制
化
し
た
移
民
制
限
法
(
1
九
五
六
年
有
色

人
種
の
移
民
制
限
緩
和
が
始
ま
り
へ
一
九
七
三
年
に
廃
止
)
　
が
'
そ

れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
風
潮
に
異
を
唱
へ
る
日
本
政
府
が
、

国
際
連
盟
に
対
し
て
提
案
し
た
民
族
平
等
の
条
項
は
、
つ
い
に
盛
り

込
ま
れ
ず
に
お
わ
っ
た
。
「
有
耶
無
耶
の
形
に
葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

一
体
に
人
種
や
民
族
の
差
別
は
い
か
に
し
て
作
り
出
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
高
田
は
三
つ
の
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。
「
一
'
文
化
の

程
度
の
差
異
か
ら
生
ず
る
侮
蔑
の
念
、
二
、
文
化
内
容
の
差
異
か
ら

生
ず
る
嫌
悪
、
三
、
容
貌
、
毛
髪
等
一
切
の
物
理
的
特
徴
の
醜
悪
に

伴
ふ
嫌
悪
」
(
l
九
二
〇
二
八
五
)
。
人
種
差
別
の
問
題
は
'
つ
ま

る
と
こ
ろ
「
文
化
的
反
感
か
然
ら
ず
ば
美
的
嫌
悪
」
　
で
あ
っ
て
'
決

ま
っ
て
挙
げ
ら
れ
る
経
済
的
原
因
の
ほ
う
は
'
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
す
る
　
(
1
九
二
〇
‥
l
八
八
)
0

た
だ
し
こ
れ
ら
は
l
般
論
で
あ
る
.
高
田
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
問

題
は
'
現
実
と
し
て
人
種
平
等
の
原
則
を
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
る
。
少
な
-
と
も
今
あ
る
日
本
人
お
よ
び
有

色
人
種
へ
の
差
別
を
な
く
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
列
強
帝
国
主
義
に
伍
す
る
よ
う
な
武
力
や
経
済
力
に
訴

え
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
高
田
は
言
下
に
否
定
す
る
。
こ

れ
で
は
日
本
の
孤
立
化
を
招
-
だ
け
で
あ
る
と
。
な
ら
ば
不
平
等
な

条
約
や
法
規
の
改
正
で
あ
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
も
な
い
。
差
別
の

問
題
は
国
家
に
で
は
な
-
'
差
別
を
行
う
国
の
国
民
感
情
に
根
ざ
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
力
や
国
際
規
約
と
い
っ
た
'
国
を
介
し
た

形
で
の
差
別
解
消
の
方
策
は
'
い
ず
れ
失
敗
に
お
わ
る
の
だ
と
い
う
。

こ
う
し
て
異
民
族
へ
の
差
別
を
な
く
す
に
は
'
差
別
を
受
け
る
民
族

の
　
「
文
化
的
上
昇
」
し
か
な
い
と
高
田
は
考
え
た
　
(
一
九
二
〇
‥
一

<
<
)で

は
「
文
化
的
上
昇
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

今
風
に
い
え
ば
大
衆
文
化
の
滴
養
で
あ
る
。
つ
ま
り
専
門
家
が
独
占

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
文
化
を
広
-
民
衆
に
開
放
す
る
こ
と
を
そ
れ
は

意
味
す
る
。
「
今
日
殆
ど
文
化
と
絶
縁
せ
ら
れ
た
る
社
食
の
階
級
を
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其
束
縛
か
ら
開
放
し
て
、
精
神
的
文
化
の
享
楽
と
創
造
と
の
事
業
に

輿
ら
し
め
る
事
で
あ
る
」
(
一
九
二
〇
二
九
三
)
.
な
か
ん
ず
く
労

働
者
と
婦
人
と
に
文
化
を
享
受
す
る
機
会
を
増
や
す
努
力
を
す
べ
き

で
あ
る
と
説
-
。
そ
れ
な
ら
ば
当
時
の
国
家
や
民
族
の
中
で
'
「
文

化
的
上
昇
」
を
す
で
に
達
成
し
て
い
る
も
の
や
'
逆
に
達
成
で
き
も

し
な
け
れ
ば
へ
　
し
よ
う
と
も
し
な
い
国
家
や
民
族
の
運
命
は
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
予
測
を
高
田
は
つ
づ
け
る
。

未
開
の
弱
小
な
人
種
は
'
先
進
文
明
国
の
優
秀
な
る
人
種
に
よ
り
へ

抑
圧
さ
れ
、
消
滅
し
て
ゆ
く
。
他
方
へ
抑
圧
す
る
側
の
優
秀
な
る
人

種
も
出
生
力
の
低
下
に
悩
ま
さ
れ
や
が
て
衰
弱
す
る
。
「
か
-
て
地

球
上
に
残
存
す
る
人
類
は
中
庸
な
る
文
化
を
有
す
る
人
種
の
み
と
な

る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
　
(
一
九
二
〇
二
九
四
)
.
こ
れ
が
高
田
の

一
つ
の
見
通
し
で
あ
る
。
だ
が
彼
に
は
も
う
一
つ
の
予
測
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
と
り
わ
け
民
族
間
の
交
流
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
お
く
。

「
交
通
の
沓
達
は
今
日
大
陸
の
両
端
の
距
離
を
短
縮
し
て
小
島
の
両

端
の
如
-
な
ら
し
め
た
　
〔
-
-
〕
。
各
人
種
の
混
和
は
こ
れ
か
ら
幾

百
寓
年
と
つ
ゞ
-
で
あ
ら
う
。
〔
-
-
〕
　
血
液
の
混
合
は
十
分
に
行

は
れ
へ
　
人
類
は
原
始
に
於
け
る
が
如
-
に
た
ゞ
一
人
種
と
な
る
で
あ

ら
う
」
　
(
一
九
二
〇
二
九
七
)
0

こ
う
し
て
高
田
は
少
な
く
と
も
分
析
的
予
測
た
ら
ん
こ
と
を
期
し

て
'
「
豊
撃
を
曲
げ
て
貴
人
に
娠
ぶ
る
も
の
な
ら
む
や
'
今
後
各
国

の
人
口
の
饗
選
は
必
ず
や
如
上
の
提
説
を
立
語
す
る
で
あ
ら
う
」
と

述
べ
て
こ
の
記
事
を
欄
等
し
た
　
(
一
九
二
〇
二
九
九
)
。
確
か
に

こ
れ
は
へ
　
い
ま
だ
予
想
で
あ
っ
て
学
問
的
に
練
ら
れ
た
想
念
で
は
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
人
種
問
題
私
見
」
が
'
や
が
て
国
家
や
階

級
を
論
じ
へ
　
さ
ら
に
民
族
論
を
へ
て
世
界
社
会
論
と
し
て
展
開
さ
れ

る
着
想
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
以
下
で
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

三
　
高
田
社
会
学
の
見
取
図

高
田
保
馬
の
社
会
学
を
整
理
す
る
さ
い
に
は
'
い
く
つ
か
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
考
え
る
と
都
合
が
よ
い
。
人
口
増
加
が
分
業
と
分
化
を
生

じ
そ
れ
が
社
会
変
動
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
　
「
第
三
史
観
」
。
そ

れ
を
細
か
-
見
て
ゆ
-
た
め
に
案
出
さ
れ
た
「
結
合
」
概
念
。
さ
ら

に
そ
の
　
「
結
合
」
の
及
ぶ
範
囲
を
社
会
と
考
え
る
T
方
、
そ
れ
を

「
部
分
社
会
」
　
と
　
「
全
健
社
舎
」
　
と
に
峻
別
し
た
。
こ
れ
ら
の
概
念

を
あ
ら
ゆ
る
社
会
を
分
析
す
る
た
め
に
縦
横
に
使
い
こ
な
し
'
体
系

づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
高
田
社
会
学
の
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
'
家
族
を
　
「
結
合
」
　
の
最
小
単
位
と
し
て
位
置
づ
け
た
り
へ
　
「
結

合
」
　
の
最
終
段
階
に
国
家
や
民
族
を
見
出
し
た
り
し
な
い
と
こ
ろ
に
'
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彼
の
独
自
性
が
あ
る
。
む
し
ろ
彼
の
　
「
結
合
」
概
念
は
'
究
極
的
に

は
人
類
全
体
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
高

田
独
特
の
社
会
観
は
'
き
わ
め
て
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
そ
れ
は
次
の
引
用
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
社
食
的
密
度
の
増
加
に
よ
り
、
漸
-
虞
き
範
囲
の
人
々
と
相
接

触
す
る
に
及
べ
ば
'
こ
こ
に
か
の
狭
除
な
る
特
定
の
家
族
国
民
と
云

ふ
如
き
観
念
よ
り
離
れ
て
'
直
ち
に
人
類
世
界
と
云
ふ
が
如
き
思
想

を
出
じ
'
人
の
注
意
が
此
上
に
向
け
ら
る
る
に
至
る
.
人
類
を
忠
ひ

世
界
を
恩
ふ
と
こ
ろ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
'
や
が
て
特
定
の

国
家
特
定
の
階
級
の
尊
厳
を
疑
ひ
'
あ
く
ま
で
個
人
を
尊
重
す
る
と

こ
ろ
の
個
人
主
義
な
り
」
(
一
九
二
三
‥
三
一
九
)
。
こ
れ
は
『
階
級

考
』
　
(
一
九
二
二
)
　
に
所
収
さ
れ
た
　
「
階
級
基
礎
の
饗
更
」
　
の
〓
即

だ
が
、
執
筆
記
録
を
み
る
と
l
九
一
一
(
明
治
四
十
四
)
年
と
あ
る
。

人
と
人
の
結
合
が
社
会
を
作
る
。
社
会
に
は
当
然
の
ご
と
-
大
小

が
あ
る
。
そ
の
最
大
究
極
の
も
の
が
「
全
髄
社
食
」
と
し
て
の
世
界

社
会
で
あ
る
。
い
-
ら
大
き
な
社
会
で
あ
っ
て
も
、
外
部
に
ほ
か
の

社
会
を
想
定
し
う
る
限
り
は
'
あ
く
ま
で
「
部
分
社
食
」
　
に
過
ぎ
な

い
。
と
い
う
の
が
高
田
社
会
学
の
根
本
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
が

最
終
的
に
世
界
社
会
論
と
し
て
結
実
す
る
ま
で
を
辿
っ
て
み
る
の
が

こ
こ
で
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

ま
ず
は
高
田
が
自
ら
の
社
会
学
的
著
作
を
振
り
か
え
っ
て
作
成
し

た
見
取
図
を
み
て
お
き
た
い
。
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l
九
三
1
　
(
昭
和
六
)
年
か
ら
l
九
四
五
　
(
昭
和
二
十
)
年
ま
で

の
い
わ
ゆ
る
「
十
五
年
戦
争
」
　
へ
の
関
与
を
疑
問
視
し
て
き
た
批
判

者
の
多
く
は
へ
　
『
民
族
論
』
　
お
よ
び
そ
の
前
後
の
時
論
風
の
述
作
L

E
X

か
視
野
に
収
め
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
高
田
の
　
「
輯
向
」
を
い
う

に
は
、
彼
の
主
張
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
1
時
期
の
言
説
を
強
調
す
る
こ
と
で

「
樽
向
」
　
や
　
「
追
随
」
　
を
証
明
し
た
つ
も
り
に
な
る
の
は
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
引
い
た
「
追
随
し
た
の
は
軍

部
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
高
田
の
反
論
は
'
そ
う
い
う
一
面
的
な

批
判
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
へ
　
こ
れ
よ
り
右
の
見
取
図
に
あ
る
「
人
種
問
題
私
見
」

に
は
じ
ま
り
『
社
合
と
国
家
』
か
ら
『
民
族
論
』
を
経
て
『
世
界
社

食
論
』
　
へ
と
い
た
る
特
殊
問
題
の
系
譜
を
辿
り
な
お
し
へ
彼
の
主
張
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の
一
貫
性
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
さ
い
特
に
重
視
し
た
い
の

は
「
全
髄
社
食
」
概
念
で
あ
る
.

四
　
『
社
台
と
国
家
』
と
「
全
髄
社
台
」

社
会
と
は
何
か
。
そ
れ
は
広
-
い
え
ば
　
「
結
合
」
へ
　
狭
-
い
え
ば

「
一
健
の
意
識
」
　
で
あ
る
　
(
一
九
二
二
一
二
～
一
三
)
。
で
は
社
会

の
種
類
に
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
の
か
。
一
例
を
あ
げ
る
と
宗
教

団
体
、
政
党
へ
階
級
へ
職
業
団
体
へ
産
業
組
合
、
民
族
、
家
族
へ
地

方
団
体
へ
　
国
家
な
ど
で
あ
る
　
(
一
九
二
二
　
一
三
)
.
こ
れ
ら
の
う

ち
で
自
足
的
'
封
鎖
的
で
な
い
も
の
を
'
高
田
は
「
部
分
社
会
」
と

呼
ぶ
。
自
足
的
'
封
鎖
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
さ
ら
に
上
級
の

概
念
で
括
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
部
分

社
台
」
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
定
位
さ
れ
た
の
が
　
「
全
健
社
舎
」

で
あ
る
。
「
全
髄
社
舎
」
と
は
'
「
l
方
に
於
て
相
互
に
密
接
な
る
聯

格
を
保
て
る
T
切
の
結
合
の
集
積
を
意
味
し
」
、
「
他
方
に
於
て
こ
れ

ら
の
結
合
に
興
れ
る
大
人
を
も
関
係
」
さ
せ
る
「
関
係
的
要
素
」
を

意
味
し
て
い
る
　
(
l
九
二
二
　
一
三
)
.

こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
究
極
最
大
の
　
「
全
牒
社
舎
」
　
で

あ
る
　
「
世
界
社
含
」
　
が
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
世
界
の
各

部
分
の
交
通
が
頻
繁
に
行
は
れ
る
、
従
ひ
て
す
べ
て
の
社
台
的
結
合

を
包
括
す
る
範
囲
を
求
む
れ
ば
た
ゞ
世
界
的
社
合
ま
た
は
t
h
e
 
h
u
-

m
a
n
i
t
y
　
〔
人
類
社
会
〕
　
と
し
て
の
t
h
e
s
o
c
i
e
t
y
あ
る
の
み
」
　
(
7

九
二
二
　
l
五
'
〔
〕
　
内
引
用
者
)
。
と
は
い
え
「
全
髄
社
食
」
が
'

必
ず
し
も
世
界
社
会
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
全
膿
社
台
」
　
は
自

足
的
集
団
で
さ
え
あ
れ
ば
大
き
-
て
も
　
(
世
界
社
会
)
、
ま
た
相
対

的
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
　
(
封
鎖
的
民
族
な
い
し
国
家
)
　
か
ま

:o:

わ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
結
合
の
術
の
自
足
的
封
鎖
的
組

織
の
範
囲
が
一
の
全
膿
社
合
の
範
囲
で
あ
る
」
　
(
一
九
二
二
二
七
)

-

*

蝣

)

1

.

<

'

'

な
お
「
全
健
社
台
」
　
の
　
「
結
合
」
　
に
は
三
つ
が
あ
る
。
第
l
は
成

員
全
体
の
統
一
意
志
へ
　
第
二
は
成
員
の
一
部
の
統
一
意
志
、
第
三
は

成
員
相
互
の
種
々
雑
多
な
　
「
繊
維
的
結
合
」
　
で
あ
る
　
(
一
九
二
二

七
七
～
七
八
)
。
い
さ
さ
か
わ
か
り
に
-
い
こ
れ
ら
の
　
「
結
合
」
　
様

式
を
'
高
田
は
鉄
筋
へ
　
煉
瓦
、
セ
メ
ン
ト
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
第
7
に
　
「
全
髄
社
食
」
と
い
う
建
物
の
骨
組
を
成
す
鉄
筋
が

統
一
意
志
で
'
そ
れ
に
敷
き
詰
め
ら
れ
る
煉
瓦
が
l
部
の
結
合
意
志

を
さ
し
'
さ
ら
に
そ
の
隙
間
に
流
し
込
ま
れ
る
セ
メ
ン
ト
が
第
三
の

「
繊
維
的
結
合
」
　
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
　
(
l
九
二
二

(
6
)

一
七
八
～
七
九
)
0

そ
れ
で
は
次
に
へ
　
こ
れ
ら
の
結
合
の
範
囲
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
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こ
の
結
合
の
網
の
目
、
す
な
わ
ち
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
の
範
囲
は
'

歴
史
の
流
れ
に
従
っ
て
追
跡
し
て
ゆ
-
と
'
地
域
的
へ
空
間
的
な
障

壁
を
飛
び
越
え
て
ゆ
-
性
向
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
-
。
「
所
謂
結
合

の
空
間
的
緊
張
力
(
d
i
e
r
a
u
m
l
i
c
h
e
S
p
a
n
n
u
n
g
s
k
a
p
a
z
i
t
a
t
e
i
-

n
e
r
 
V
e
r
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
u
n
g
)
　
は
既
に
国
民
の
範
囲
を
超
え
て
世

界
的
た
ら
む
と
し
つ
1
あ
る
。
統
一
的
園
結
は
大
抵
此
個
人
的
結
合

の
綱
の
織
ら
れ
た
る
所
に
此
を
根
低
と
し
て
成
立
す
る
。
部
分
結
合

の
錯
綜
や
其
国
際
化
は
此
個
人
的
結
合
の
地
域
的
開
放
の
一
表
現
と

認
む
べ
き
で
あ
ら
う
」
(
一
九
二
二
‥
二
七
四
)
0

し
か
も
こ
う
し
た
地
縁
と
の
つ
な
が
り
を
断
つ
コ
-
ユ
ニ
ケ
-

シ
ョ
ン
綱
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
高
田
は
以
下
の
よ
う
に
敷
宿
し
て

い
る
。
「
全
髄
社
会
の
非
地
域
化
と
云
ふ
事
は
二
を
意
味
し
得
る
。

一
は
部
分
社
食
の
範
囲
が
地
域
に
よ
り
て
限
ら
ざ
る
に
至
る
事
に
し

て
'
他
は
最
も
包
括
的
な
る
全
髄
社
合
が
1
国
家
一
地
方
の
範
囲
に

よ
り
て
制
限
せ
ら
れ
ず
'
愈
世
界
的
の
も
の
に
化
す
る
事
で
あ
る
」

(
一
九
二
二
‥
二
七
四
～
二
七
五
)
。
こ
こ
に
高
田
は
「
全
堤
社
食
」

が
「
国
家
の
範
囲
か
ら
の
逸
脱
せ
ん
と
す
る
傾
向
」
を
読
み
取
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
可
能
性
と
し
て
抽
象
的
に
論
じ
ら
れ
た
ば
か

り
で
'
実
像
を
描
写
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
は
注
記
し
て
お

か
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
『
社
合
と
園
家
』
　
を
執
筆
す
る
1
九
二
二

(
大
正
十
一
)
年
と
い
う
段
階
で
も
　
具
体
性
を
も
っ
た
　
「
全
健
社
舎
」

を
描
き
出
せ
る
よ
う
な
実
例
は
と
ぼ
し
-
'
ま
た
想
像
の
域
を
出
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
全
健
社
食
」
　
が
潤
色
さ
れ

る
に
は
'
東
亜
民
族
や
世
界
国
家
と
い
う
現
実
味
を
帯
び
た
実
在
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

五
　
『
民
族
論
』
と
「
全
膿
社
台
」

す
で
に
み
た
「
人
種
問
題
私
見
」
　
で
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
二
つ

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
文
化
的
水
準
が
中
程
度
の
民
族
な
い
し

国
家
が
生
き
残
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
彼
の
　
『
民
族
論
』
　
の
中
で

は
第
九
章
「
民
族
の
周
流
」
　
で
深
め
ら
れ
た
説
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
複
数
の
民
族
の
相
互
交
流
が
進
む
こ
と
で
'
よ
り
大
き
な
民
族
へ

と
融
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
'
こ
れ
は
同
書
の
第
一
〇
章
「
民
族
融

合
論
」
に
お
い
て
周
到
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま

で
も
予
想
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
　
「
人
種
問
題
私
見
」
　
で
の
主
張
は
'

『
民
族
論
』
　
に
お
い
て
学
問
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
の
み
な
ら
ず
、
「
最
近
一
二
世
紀
は
国
内
に
於
け
る
階
級
的
懸

隔
を
著
し
-
短
縮
し
た
と
科
せ
ら
る
る
に
拘
は
ら
ず
'
こ
れ
ら
有
色

民
族
と
白
人
と
の
関
係
を
改
め
る
こ
と
は
な
か
つ
た
と
い
ひ
得
よ
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(29)高田保馬の描く「全健社台」像

う
」
　
(
一
九
四
二
‥
五
二
)
。
と
い
う
嘆
息
も
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
な

ど
は
二
十
年
を
越
え
る
「
人
種
問
題
私
見
」
　
で
の
嘆
き
に
等
し
い
も

の
と
い
え
よ
う
。
い
っ
こ
う
に
改
ま
る
様
子
を
み
せ
な
い
人
種
・
民

族
差
別
の
問
題
へ
　
そ
の
真
相
を
探
る
こ
と
が
高
田
民
族
論
の
ね
ら
い

で
あ
っ
た
。

で
は
高
田
に
と
っ
て
の
民
族
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
。
「
民
族
は
全
健
社
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
.
種
々
の
部
分
的

な
る
集
園
が
全
膿
社
合
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
が
、
そ
れ
は
民
族
の
中
に
含
ま
る
る
の
で
は
な
い
。
民
族
も
ま

た
、
畢
寛
一
の
部
分
社
台
に
過
ぎ
ず
へ
　
た
ゞ
部
分
社
食
の
う
ち
の
特

に
重
要
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
へ
生
活
の
極
め
て
贋
汎
な
る
範
囲
に

亙
れ
る
も
の
と
い
ふ
に
過
ぎ
ぬ
と
思
ふ
」
　
(
l
九
四
二
‥
二
八
)
0

こ
の
よ
う
に
民
族
が
　
「
部
分
社
合
」
　
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
価
値
観

を
同
じ
-
し
な
い
も
う
一
つ
別
の
「
部
分
社
合
」
と
の
対
立
は
避
け

ら
れ
な
い
。
も
し
対
立
を
避
け
う
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
民
族
と
い

う
'
い
い
か
え
る
と
　
「
部
分
社
会
」
と
い
う
偏
狭
意
識
を
越
え
る
も

の
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
民
族
は
階
級
と
同
じ
-
結
合
意
識
の

強
い
　
「
部
分
社
台
」
　
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
合
に
裸
を
打
ち
込
む

要
素
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
高
田
は
「
如
何
な
る
因
子
乃
至
事
情
が
世
界
の
統
一
的

文
化
を
形
作
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
を
だ
す
　
(
一
九

四
二
‥
九
五
)
。
民
族
へ
　
階
級
へ
　
あ
る
い
は
　
「
部
分
社
会
」
　
の
偏
狭

意
識
を
越
え
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
科
学
や
技
術
や

経
済
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
文
化
内
容
の
う
ち
、
民
族
性
と
階
級
性

を
最
も
脱
落
し
易
い
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
目
的
合
理
性
の
支
配
範

囲
、
即
ち
科
学
へ
　
技
術
ひ
い
て
は
経
済
の
範
囲
で
あ
る
」
　
(
一
九
四

二
‥
九
四
)
。
こ
れ
を
硬
と
し
て
偏
狭
性
を
打
破
し
て
ゆ
く
動
き
が
'

「
利
益
社
合
化
」
　
や
　
「
理
知
化
」
　
な
い
し
　
「
目
的
合
理
性
」
　
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
「
交
通
密
度
の
増
加
と
人
口
動
性
の
増
加
に

伴
ふ
模
倣
同
化
」
に
よ
り
へ
　
つ
い
で
目
的
合
理
性
の
重
要
度
が
増
す

こ
と
に
よ
り
へ
　
文
化
は
統
一
へ
と
向
か
う
。
い
い
か
え
る
と
「
文
化

の
世
界
性
は
其
民
族
性
の
喪
失
で
あ
り
'
此
喪
失
は
主
と
し
て
理
知

の
作
用
に
ま
つ
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
」
　
(
一
九
四
二
一
九
五
)
0

け
れ
ど
も
へ
　
こ
こ
に
き
て
高
田
の
記
述
は
方
向
転
換
を
行
う
。
民

族
の
偏
狭
性
を
越
へ
l
足
飛
び
に
「
全
髄
社
合
」
　
へ
と
飛
び
込
む
こ

と
は
、
や
は
り
理
知
化
に
そ
む
-
こ
と
に
な
ろ
う
と
。
世
界
社
会
に

い
た
る
に
は
'
国
家
や
民
族
の
障
壁
を
越
え
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
は
段
階
が
あ
る
。
そ
の
段
階
を
見
極
め
る
こ
と
が
重

要
な
の
だ
が
'
高
田
は
そ
れ
を
　
「
贋
民
族
」
と
い
う
も
の
に
見
出
す
。

具
体
的
理
念
と
し
て
は
　
「
民
族
協
和
」
　
で
あ
る
。
「
此
　
〔
利
益
杜
舎
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化
の
〕
　
大
勢
に
抗
し
て
あ
-
ま
で
鎖
国
封
鎖
の
方
針
を
と
る
こ
と
は

民
族
そ
の
も
の
の
劣
弱
化
を
来
し
や
が
て
衰
滅
に
導
-
」
。
し
か
し

逆
に
「
利
益
杜
合
化
の
道
を
急
ぎ
民
族
に
封
す
る
犠
牲
を
忘
れ
民
族

の
統
制
を
緩
め
る
こ
と
」
も
や
は
り
自
滅
に
通
じ
る
。
そ
れ
を
避
け

る
た
め
に
　
「
民
族
協
和
」
が
必
要
な
の
だ
と
高
田
は
考
え
た
　
(
一
九

四
二
‥
二
二
五
)
。

:<s

「
民
族
協
和
」
を
一
つ
の
理
想
と
し
て
語
り
え
た
時
代
が
あ
っ
た
。

高
田
は
「
民
族
協
和
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
第
一

に
「
国
家
を
以
て
あ
く
ま
で
運
命
の
連
帯
を
作
り
上
げ
、
彼
等
を
し

て
別
々
の
運
命
を
も
た
ぬ
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
彼

等
を
し
て
全
面
に
亙
る
生
活
の
接
触
を
も
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ

る
」
0
　
そ
し
て
第
二
に
　
「
民
族
の
正
富
な
り
と
忠
は
る
る
利
益
を
保

護
し
其
生
活
を
庇
護
す
る
こ
と
」
　
で
あ
る
(
一
九
四
二
‥
二
二
四
～

二
二
五
)
。
こ
の
主
張
は
少
な
く
と
も
　
「
贋
民
族
主
義
」
　
を
介
し
て

人
類
社
会
へ
世
界
社
会
に
向
か
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
限
り
で
は
1

1
'
/
j
)

つ
の
理
想
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
「
世
界
的
な
る
民
族
の
形
成
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る

か
」
　
と
い
え
ば
'
そ
れ
は
　
「
血
液
の
混
和
」
　
が
進
む
こ
と
で
あ
る

(
一
九
四
二
　
二
〇
二
～
二
l
 
O
)
。
血
液
の
混
和
が
達
成
さ
れ
る
ま

で
の
道
の
り
に
つ
い
て
へ
高
田
は
二
種
類
を
想
像
し
て
い
る
。
第
1

は
民
族
の
交
流
の
活
性
化
で
あ
る
。
し
か
し
交
通
の
発
達
に
よ
り
血

液
の
混
和
は
進
む
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
遠
き
将
来
の
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
現
実
的
な
道
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
過
程
が
考
え

ら
れ
よ
う
。
そ
れ
が
第
二
の
道
筋
で
あ
る
。
民
族
は
文
化
の
発
達
に

つ
れ
て
成
員
の
分
化
が
進
み
へ
　
し
だ
い
に
民
族
内
部
の
結
合
を
弱
め

て
ゆ
-
。
し
か
し
結
合
は
弱
ま
る
一
方
で
は
な
い
。
古
い
結
合
に
か

わ
っ
て
、
民
族
の
外
部
に
い
る
類
似
性
の
強
い
成
員
と
の
結
合
が
新

た
に
生
ま
れ
て
-
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
内
部
的
結
束
の
弱
ま

る
傍
ら
外
部
的
結
束
は
愈
々
準
備
さ
れ
て
行
-
。
か
く
て
此
過
程
の

進
行
す
る
と
こ
ろ
、
民
族
間
の
障
壁
は
漸
次
撤
去
せ
ら
れ
あ
ら
ゆ
る

民
族
を
挙
げ
て
の
民
族
を
な
す
方
向
を
さ
し
て
歴
史
的
進
行
が
管
ま

:ca

れ
る
」
の
で
あ
る
　
(
一
九
四
二
‥
二
二
)
0

め
ざ
す
と
こ
ろ
は
　
「
全
健
杜
合
」
　
の
　
「
結
合
」
　
で
あ
る
。
「
全
贋

社
食
の
結
合
は
、
一
方
に
於
て
民
族
の
結
合
を
一
の
重
要
な
る
部
分

と
し
て
含
む
と
と
も
に
へ
其
他
の
あ
ま
た
の
結
合
の
交
錯
に
よ
っ
て

成
立
し
'
従
っ
て
時
に
は
民
族
の
結
合
と
は
反
射
の
方
向
を
も
つ
と

こ
ろ
の
、
即
ち
こ
れ
に
封
立
し
よ
う
と
す
る
集
圏
の
結
合
す
ら
も
そ

の
一
部
と
し
て
含
む
わ
け
で
あ
る
」
　
(
一
九
四
二
‥
二
八
)
。
だ
が

「
封
立
し
よ
う
と
す
る
某
国
」
と
の
　
「
結
合
」
を
め
ざ
す
か
ら
に
は
'

従
来
の
　
「
民
族
主
義
」
　
で
は
支
障
が
あ
る
。
こ
う
し
て
考
案
さ
れ
た
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の
が
「
虞
民
族
主
義
」
　
で
あ
っ
た
。

「
〔
-
-
〕
　
過
去
の
世
紀
は
狭
き
民
族
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
民
族
統
一
と
民
族
国
家
の
形
成
と
が
完
成
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
際
か
1
る
贋
民
族
主
義
は
未
だ
成

立
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
園
家
を
こ
え
た
る
も
の
を
考
ふ
る
必
要

の
あ
る
と
き
に
は
直
に
抽
象
的
な
る
人
類
又
世
界
が
考
へ
ら
れ
た
。

け
れ
ど
も
資
本
主
義
の
進
行
と
と
も
に
社
台
撃
的
な
る
事
情
は
'
即

ち
結
合
と
分
離
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
事
情
は
全
-
T
愛
し
た
.
即

ち
狭
義
の
民
族
主
義
を
固
守
し
そ
れ
の
み
に
槻
る
こ
と
は
'
民
族
を

亡
ぼ
す
所
以
で
あ
る
」
　
(
一
九
四
二
‥
一
四
三
～
一
四
四
)
。
要
す
る

に
　
「
物
質
文
明
の
進
歩
に
伴
ふ
距
離
の
短
縮
が
す
べ
て
を
大
規
模
化

し
、
従
っ
て
民
族
を
し
て
此
封
鎖
性
の
一
角
を
開
放
せ
ざ
る
を
得
ざ

ら
し
め
る
。
此
開
放
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
」
へ
　
そ
れ
が
　
「
廉
民

(S)

族
主
義
」
　
に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
「
贋
民
族
主
義
の
裏
づ
け

を
も
た
ぬ
民
族
主
義
は
今
や
過
去
の
遣
物
に
過
ぎ
ぬ
」
と
宣
言
さ
れ

(
=
0

る
に
い
た
る
の
で
あ
る
　
(
一
九
四
二
二
四
四
)
。

だ
が
、
も
う
l
　
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
民
族
融
合
を
可
能

に
す
る
武
力
な
い
し
国
家
権
力
の
問
題
で
あ
る
。
民
族
融
合
は
、
決

し
て
「
混
血
へ
模
倣
乃
至
同
化
へ
内
外
の
結
合
分
離
」
だ
け
で
は
達

せ
ら
れ
な
い
の
だ
と
高
田
は
い
う
　
(
一
九
四
二
‥
二
一
三
)
。
「
軍
に

こ
れ
だ
け
の
過
程
か
ら
民
族
の
障
壁
が
撤
去
せ
ら
れ
新
た
な
る
複
合

民
族
の
生
ま
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
一
例
も
な
い
で
あ
ら
う
。
之
を
作

る
と
き
に
は
他
の
根
本
事
情
を
要
す
る
。
そ
れ
は
即
ち
国
家
構
力
で

あ
る
'
立
入
っ
て
い
へ
ば
武
力
的
強
制
で
あ
る
」
　
(
一
九
四
二
一
二

7
四
)
。
こ
の
主
張
を
戦
争
と
の
か
か
わ
り
で
も
う
少
し
深
め
て
お

こ
う
。戦

争
と
は
　
「
集
圏
間
の
武
力
に
よ
る
相
互
的
活
動
」
　
(
一
九
四
二

‥
l
四
七
)
　
で
あ
り
、
「
そ
の
長
さ
か
ら
見
て
T
の
持
積
的
な
る
関

係
」
　
で
あ
る
　
(
一
九
四
二
‥
一
四
八
)
。
そ
う
し
た
闘
争
の
根
本
に

あ
る
の
は
、
「
集
圏
的
自
我
の
優
越
要
求
で
あ
る
へ
　
い
は
ゞ
集
圃
自

堤
の
勢
力
意
志
で
あ
る
」
　
と
い
う
　
(
一
九
四
二
　
一
五
三
)
。
こ
の

よ
う
な
性
質
を
も
つ
戦
争
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
感
情
の
中
に
、
勝

者
へ
の
反
感
や
憎
悪
が
ふ
-
ま
れ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
避
け
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
過
性
の
も
の
で

あ
り
'
む
し
ろ
高
田
は
や
が
て
芽
生
え
る
で
あ
ろ
う
融
和
や
親
和
の

意
識
の
ほ
う
を
重
視
す
る
。
戦
争
の
結
果
が
一
方
の
完
全
な
敗
北
の

場
合
に
は
'
「
一
方
の
反
抗
乃
至
封
立
の
断
念
」
　
に
つ
づ
い
て
'
「
成

員
の
個
人
的
意
志
の
中
に
は
そ
の
勝
利
を
得
た
る
集
圃
に
封
す
る
尊

敬
の
念
を
生
ず
る
」
　
結
果
と
な
る
　
(
一
九
四
二
　
一
六
六
)
。
要
す

る
に
「
戦
争
は
両
集
園
の
成
員
相
互
の
問
に
接
鯛
を
繁
-
L
へ
　
そ
こ
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に
魂
の
交
流
と
も
い
ふ
べ
き
層
に
於
け
る
結
合
を
促
し
、
又
は
文
化

内
容
を
取
交
さ
せ
又
は
相
互
の
文
化
に
封
す
る
親
し
み
を
植
ゑ
つ
け

る
」
　
(
一
九
四
二
二
六
七
)
　
の
で
あ
る
。
高
田
の
念
頭
に
あ
る
、

こ
う
し
た
国
家
な
い
し
民
族
と
戦
争
と
の
関
係
は
次
の
一
文
に
集
約

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
(
征
服
又
は
併
合
へ
　
聯
合
等
の
結
果
と
し
て
)
　
閲
家
は
民
族
的
異

質
要
素
を
包
擁
す
る
。
此
異
質
要
素
は
同
l
な
る
図
法
の
下
に
生
活

し
'
又
同
l
な
る
外
的
と
の
自
然
な
る
壁
迫
に
対
し
て
共
同
に
自
己

を
防
衛
す
る
へ
　
従
っ
て
自
ら
運
命
の
共
同
と
い
ふ
紐
帯
に
よ
っ
て
つ

な
が
れ
る
。
血
液
は
接
鰯
の
久
し
き
間
に
融
合
L
へ
文
化
内
容
は
自

ら
相
同
化
す
る
へ
　
又
は
一
方
が
他
方
の
文
化
を
吸
収
す
る
。
か
く
て
へ

血
縁
的
に
又
文
化
的
に
漸
次
同
化
的
な
る
も
の
と
な
る
の
み
な
ら
ず
へ

同
一
の
運
命
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。
即
ち
新
し
き
民
族
の
鋳
造
が
行

は
れ
る
。
こ
と
に
此
同
化
乃
至
融
合
を
急
速
な
ら
し
め
る
も
の
は
'

外
部
と
の
戦
争
で
あ
る
。
戦
争
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
'
内
部
の
結
合

を
強
化
す
る
。
此
強
化
は
自
ら
血
液
の
混
和
と
文
化
的
同
質
化
と
を

刺
戟
す
る
の
み
な
ら
ず
へ
　
運
命
の
共
同
を
深
刻
に
意
識
せ
し
め
る
。

い
は
ゞ
民
族
の
鋳
造
は
此
戦
争
に
よ
っ
て
急
速
に
進
行
す
る
」
(
一

九
四
二
二
八
〇
)
0

高
田
の
胸
中
に
あ
っ
た
の
ほ
う
　
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
権
力
な
く
し
て

民
族
の
改
鋳
の
行
は
れ
た
る
こ
と
は
な
い
」
(
一
九
四
二
‥
二
一
五

～
二
一
六
)
　
と
い
う
事
実
認
識
で
あ
っ
た
。

六
　
『
世
界
社
会
論
』
と
　
「
全
鮭
社
合
」

さ
て
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
う
　
「
全
鰭
社
食
」

を
手
が
か
り
に
『
民
族
論
』
か
ら
『
世
界
社
舎
論
』
　
へ
と
流
れ
る
思

考
の
連
続
性
で
あ
る
。
な
に
よ
り
高
田
自
身
へ
　
『
世
界
社
合
論
』
　
が

「
戦
争
中
の
著
作
『
民
族
論
』
　
の
続
編
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」

(
一
九
五
七
‥
四
八
)
　
こ
と
を
告
げ
て
い
る
L
へ
　
『
世
界
社
食
論
』
　
の

「
自
序
」
　
で
も
『
東
亜
民
族
論
』
　
や
　
『
現
代
杜
合
の
諸
研
究
』
と
の

関
係
に
触
れ
て
い
る
　
(
一
九
四
七
‥
…
m
)
0

「
『
社
会
学
原
理
』
以
来
へ
一
貫
し
て
抱
き
つ
づ
け
て
ゐ
る
部
分
社

台
構
造
の
見
解
は
.
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
ま
づ
全
櫨
社
合
の
範
囲

を
限
る
も
の
は
'
少
な
-
も
近
代
園
家
を
も
つ
全
健
社
合
に
つ
い
て

見
る
限
り
へ
閲
家
で
あ
る
」
(
一
九
四
七
‥
四
九
)
。
こ
の
　
「
全
膿
社

会
」
概
念
を
国
家
か
ら
世
界
社
会
に
シ
フ
ト
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
の

が
　
『
世
界
社
合
論
』
　
に
は
か
な
ら
な
い
。
「
国
家
を
中
心
と
す
る
全

髄
社
食
の
構
造
を
考
へ
た
る
が
如
-
'
全
-
こ
れ
と
平
行
的
に
'
全

髄
社
合
と
し
て
の
世
界
社
食
を
考
へ
得
る
で
あ
ろ
う
」
(
l
九
四
七

‥
五
二
)
　
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
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『
世
界
社
会
論
』
　
の
整
理
に
よ
る
と
'
「
全
髄
社
台
」
と
は
'
(
一
)

国
家
の
よ
う
な
成
員
全
て
を
含
む
社
会
(
「
全
員
社
食
」
)
と
'
(
二
)

相
互
作
用
す
る
個
々
人
の
交
渉
(
「
繊
維
杜
合
」
)
へ
　
そ
し
て
　
(
三
)

「
全
員
社
会
」
　
に
属
さ
な
い
集
団
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
　
(
一
九

四
七
.
 
'
五
〇
)
。
こ
れ
ら
を
1
托
し
て
高
田
は
　
「
世
界
社
会
」
　
と
呼

ん
だ
。
そ
れ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
『
社
合
と
国
家
』
　
に
お
け
る

「
全
膿
社
食
」
論
の
理
路
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
国
家
と
は
'

(
一
)
成
員
全
体
の
統
〓
思
志
へ
　
(
二
)
成
員
の
T
部
の
統
一
意
志
へ

(
三
)
　
成
員
相
互
の
種
々
雑
多
な
　
「
繊
維
的
結
合
」
　
の
総
合
で
あ
っ

た
　
(
一
九
二
二
‥
七
八
～
八
〇
)
。
ま
た
　
『
民
族
論
』
　
に
も
想
起
す

べ
き
以
下
の
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
　
「
全
髄
社
台
」
　
の
結
合
は
'

「
〔
〓
　
民
族
の
結
合
を
一
の
重
要
な
る
部
分
と
し
て
含
む
と
と
も
に
、

〔
二
〕
　
其
他
の
あ
ま
た
の
結
合
の
交
錯
に
よ
っ
て
成
立
し
'
〔
三
〕
　
従

っ
て
時
に
は
民
族
の
結
合
と
は
反
封
の
方
向
を
も
つ
と
こ
ろ
の
'
即

ち
こ
れ
に
封
立
し
よ
う
と
す
る
集
団
の
結
合
す
ら
も
そ
の
1
部
と
し

て
含
む
」
(
一
九
四
二
‥
二
八
)
。
こ
の
　
「
全
髄
杜
合
」
概
念
の
平
行

関
係
は
'
『
世
界
社
舎
論
』
　
の
中
で
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
　
「
全
嘘
社
食
の
構
造
は
今
や
三
重
の
結
束
綜
合
と
し
て
あ

ら
は
れ
る
。
全
員
社
台
と
も
い
ふ
べ
き
国
家
へ
時
と
し
て
は
民
族
が

之
を
統
一
す
る
」
と
　
(
一
九
四
七
‥
五
〇
)
0

以
上
の
よ
う
に
『
社
食
と
国
家
』
か
ら
『
民
族
論
』
へ
　
そ
し
て

『
世
界
社
台
論
』
　
へ
と
脈
々
と
流
れ
て
い
る
の
は
'
「
結
合
の
綱
の
自

足
的
封
鎖
的
組
織
」
　
(
l
九
二
二
二
七
)
　
で
あ
る
　
「
全
催
社
食
」

概
念
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
若
き
高
田
が
夢
見
た
人
類
社
会

(
t
h
e
 
h
u
m
a
n
i
t
y
)
　
と
し
て
の
社
会
、
コ
ス
モ
ポ
-
タ
ン
的
世
界

を
学
問
的
に
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
足
跡
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し

て
『
世
界
社
会
論
』
　
の
執
筆
を
後
押
し
し
た
の
が
'
ほ
か
で
も
な
く

第
二
次
大
戦
後
の
世
界
の
動
き
で
あ
っ
た
。
国
際
連
盟
の
反
省
を
活

か
し
て
作
ら
れ
た
国
際
連
合
に
よ
り
世
界
国
家
の
建
設
が
夢
で
は
な

-
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
国
家
や
「
贋
民
族
」
な
ど
不
完
全

な
形
で
し
か
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
「
全
鱒
社
合
」
が
ち
　
ょ
う
や
-
世

界
社
会
の
成
立
に
よ
っ
て
完
全
な
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
一
つ
附
言
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
贋
民
族
」
　
の
成
立
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
'
世
界
社
会
の
成
立

も
科
学
技
術
そ
れ
自
体
で
は
な
-
'
「
武
器
と
戦
術
」
　
の
進
歩
に

よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

「
1
園
を
範
囲
と
す
る
全
髄
社
会
の
構
造
の
中
に
強
制
に
よ
る
組

織
が
介
入
す
る
が
如
-
'
世
界
的
な
る
全
鱒
社
会
の
構
造
の
中
に
ま

た
強
制
が
介
入
す
る
」
　
(
一
九
四
七
‥
七
二
)
。
つ
ま
り
「
国
際
間
に
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於
て
は
'
少
-
と
も
民
主
主
義
の
原
則
の
支
配
の
下
に
於
て
'
従
っ

て
近
代
に
於
て
、
国
家
間
の
平
等
へ
　
民
族
間
の
平
等
が
原
則
と
な
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
へ
事
賓
に
於
て
経
済
と
文
化
を
含
め
て
の
賓
力
の

差
異
は
'
自
ら
強
制
の
関
係
を
成
立
し
介
入
せ
し
む
る
に
至
る
」
。

こ
こ
で
い
う
「
強
制
の
関
係
」
と
は
か
つ
て
の
征
服
国
家
へ
　
近
代
帝

国
主
義
な
い
し
植
民
地
主
義
へ
　
す
な
わ
ち
経
済
的
へ
政
治
的
へ
文
化

的
な
従
属
関
係
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
　
(
一
九
四
七
‥
七
三
)
0

確
か
に
　
「
強
制
が
介
入
す
る
」
　
こ
と
で
の
否
定
面
は
強
い
。
し
か

し
高
田
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
と
ら
え
か
え
す
。
従
属
関
係
の
結
果
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
「
一
は
両
者
間
の
密
接
な
る
接
鯛
と
統
一
」
、

「
二
は
両
者
の
利
害
の
交
錯
」
　
で
あ
る
と
　
(
一
九
四
七
‥
七
三
)
0

「
要
す
る
に
世
界
社
合
に
於
け
る
強
制
の
作
用
は
根
本
に
於
い
て
、

基
礎
社
会
の
人
馬
的
形
成
に
あ
る
。
自
賛
的
に
は
形
成
せ
ら
れ
な
い

で
あ
ら
う
直
接
結
合
的
全
人
的
不
定
目
的
的
結
合
と
'
こ
れ
に
封
鷹

す
る
組
織
と
を
強
制
に
よ
り
て
形
成
す
る
と
と
も
に
へ
内
部
の
文
化

的
血
液
的
同
化
へ
　
適
雁
へ
　
観
念
の
愛
化
に
よ
り
て
之
を
自
費
的
な
る

結
合
即
ち
内
的
結
合
に
ま
で
輯
形
し
純
化
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。

〔
-
-
〕
戦
争
及
び
其
他
の
国
際
的
抗
等
自
悪
の
弊
害
と
惨
禍
と
は

眼
を
蔽
は
し
む
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
へ
勢
力
範
囲
白
煙
に
於
け

る
此
社
命
化
作
用
は
否
定
し
難
き
も
の
が
あ
る
と
思
は
れ
る
」
　
(
一

九
四
七
‥
七
五
)
0

す
で
に
見
た
と
お
り
、
こ
の
論
脈
も
や
は
り
少
な
-
と
も
『
民
族

論
』
　
に
ま
で
遡
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
興
味
深
い
の
は
'
こ
れ

が
敗
戦
直
後
の
発
言
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
占
領
し
た
側
で
は
な

-
、
さ
れ
た
側
に
ま
わ
っ
て
か
ら
も
な
お
へ
　
こ
う
し
た
主
張
を
一
貫

し
て
訴
え
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
武
器
と
戦
術
と
の
飛
躍
的

進
歩
が
今
や
世
界
図
家
の
形
成
を
焦
眉
の
急
と
考
へ
さ
せ
る
と
と
も

に
、
此
を
軍
な
る
構
想
に
止
ま
る
と
見
る
倖
続
的
見
解
を
根
本
か
ら

震
掘
せ
し
め
つ
つ
あ
る
.
最
近
の
過
去
に
至
る
ま
で
世
界
国
家
は
空

想
乃
至
理
想
家
の
夢
と
し
て
取
扱
は
れ
た
。
現
在
に
於
て
そ
れ
は
迫

り
つ
つ
あ
る
大
勢
で
あ
る
と
も
い
へ
る
」
(
一
九
四
七
‥
四
八
)
。
こ

う
記
し
て
い
る
の
ほ
う
占
領
三
年
目
の
　
『
世
界
社
会
論
』
　
に
は
か
な

ら
な
い
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
占
領
軍
へ
の
あ
て
つ
け
で
あ
ろ
う
か
と

深
読
み
し
た
く
な
る
が
'
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た

と
ら
え
か
た
は
'
『
民
族
論
』
　
や
　
『
東
亜
民
族
論
』
　
が
　
「
日
本
帝
国

主
義
」
　
の
占
領
政
策
の
正
当
化
だ
と
き
め
つ
け
る
-
ら
い
に
的
外
れ

で
あ
る
。
こ
こ
で
高
田
は
'
「
二
十
世
紀
初
頭
に
於
て
杜
舎
学
者
の

抱
け
る
夢
」
、
す
な
わ
ち
世
界
人
類
が
1
　
つ
に
な
る
と
い
う
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
の
夢
想
が
'
皮
肉
に
も
戦
争
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ

る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
鑑
み
る
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と
う
武
力
と
い
う
も
の
が
世
界
統
合
の
少
な
-
と
も
一
つ
の
有
効
な

要
因
で
あ
っ
た
。
高
田
は
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
た
に
す
ぎ
な

い
。

む
す
び

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
高
田
保
馬
の
描
き
だ
す
「
全
髄
社
台
」
像
の

意
味
を
と
ら
え
か
え
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
り
内
容
に
そ
く
し
て
い

え
ば
'
批
判
の
絶
え
な
い
高
田
民
族
論
を
'
彼
の
生
涯
に
わ
た
る
社

会
学
的
営
為
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
そ
れ
を
新
た
な

視
点
か
ら
読
み
な
お
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
高
田
の
文
業
は
「
全
膿
社

台
」
と
い
う
独
自
の
概
念
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
体
系
と
し
て
纏
め
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
「
人
種
問

題
私
見
」
　
に
は
じ
ま
り
『
社
合
と
国
家
』
そ
し
て
『
民
族
論
』
を
経

て
、
最
終
的
に
『
世
界
社
合
論
』
　
へ
と
到
達
す
る
一
筋
の
軌
跡
は
、

「
全
健
社
食
」
　
を
基
軸
と
し
て
描
き
う
る
も
の
で
あ
っ
た
.
こ
う
し

た
一
貫
性
を
も
っ
た
体
系
的
な
高
田
像
か
ら
す
る
と
、
「
十
五
年
戦

争
」
期
に
は
学
を
曲
げ
へ
敗
戦
後
に
は
主
張
を
「
一
八
〇
度
転
換
」

し
た
と
い
う
批
判
は
あ
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼

の
社
会
学
に
は
'
「
全
髄
社
台
」
　
と
い
う
主
柱
が
し
っ
か
り
と
貫
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
全
髄
社
食
」
　
と
は
孤
立
し
'
自
足
し
た
封

鎖
的
な
社
会
で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
み
た
し
て
い
れ
ば
規
模
の
大
小

は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
民
族
や
国
家
へ
　
ひ
い
て
は

世
界
社
会
の
読
解
に
も
応
用
で
き
る
'
す
ぐ
れ
て
分
析
的
な
概
念

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
-
世
界
社
会
の
統
一
が
現
実
の
も
の
と

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
。
そ
う
し
た
時
代

に
こ
そ
高
田
保
馬
の
　
「
全
鰭
社
食
」
と
し
て
の
世
界
社
会
と
い
う
考

え
か
た
は
'
わ
れ
わ
れ
に
豊
か
な
発
想
を
な
げ
か
け
て
-
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
-
)
　
本
稿
で
は
高
田
の
一
貫
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
き
を
お

い
た
た
め
に
へ
　
歴
史
的
事
件
と
高
田
の
学
説
と
の
関
連
性
の
問
題
に

つ
い
て
は
付
随
的
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
　
例
え
ば
日
米
開
戦
直
前
の
座
談
会
で
も
高
田
は
戦
争
回
避
を
訴

え
て
い
る
　
(
一
九
三
九
)
。

(
3
)
　
も
し
へ
　
こ
の
民
族
論
前
後
の
論
理
的
l
貰
性
が
明
ら
か
と
な
っ

た
上
で
、
な
お
も
高
田
民
族
論
の
批
判
を
行
う
価
値
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
戦
間
期
の
　
「
追
随
」
　
や
「
樽
向
」
な
ど
で
は
な
-
'
高

田
社
会
学
の
理
論
構
造
自
体
に
内
在
す
る
瑠
痕
そ
の
も
の
を
つ
き
と

め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

(
4
)
　
た
だ
し
批
判
的
な
が
ら
も
清
野
の
1
連
の
論
文
は
、
『
社
台
撃
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原
理
』
か
ら
『
民
族
論
』
ま
で
広
-
見
渡
し
て
い
る
。

(
5
)
　
た
だ
し
時
代
を
近
代
に
限
っ
て
い
え
ば
閉
鎖
的
へ
　
自
足
的
な
民

族
国
家
を
「
全
健
社
会
」
と
見
な
し
う
る
と
し
て
い
る
　
(
l
九
四
七

‥
四
九
)

(
6
)
　
『
社
台
撃
原
理
』
　
に
も
　
「
全
鰭
社
台
」
　
を
建
築
物
に
擬
し
て
い

る
個
所
が
あ
る
。
「
此
全
鰭
杜
合
の
組
織
は
例
ふ
る
に
宏
壮
な
る
建

築
の
如
し
へ
　
国
家
は
地
方
圏
髄
其
他
の
公
共
園
膿
な
ら
び
に
政
薫
学

舎
会
社
等
の
社
会
園
髄
と
共
に
柱
梁
壁
床
の
基
礎
的
構
成
分
子
を
な

し
、
其
他
数
多
の
社
会
圏
な
ら
び
に
意
識
の
積
分
作
用
を
経
ざ
る
が

烏
に
な
は
圏
を
な
す
に
至
ら
ざ
る
社
台
関
係
は
'
畳
と
な
り
窓
掛
と

な
り
家
具
と
な
り
塵
填
と
な
り
て
亘
に
全
鰭
の
建
築
を
構
成
す
」

(
l
九
l
九
‥
九
三
二
)
。
『
社
台
撃
原
理
』
　
と
　
「
全
埋
社
台
」
　
の
関

係
に
つ
い
て
の
議
論
は
他
日
を
期
し
た
い
。

O
)
　
I
例
と
し
て
中
久
郎
　
(
l
九
九
二
)
　
が
自
ら
の
建
国
大
学
で
の

学
生
生
活
を
振
り
か
え
っ
た
満
州
国
の
理
想
と
現
実
に
つ
い
て
の
論

考
を
あ
げ
て
お
-
。
む
ろ
ん
こ
の
高
田
の
い
う
「
民
族
協
和
」
　
の
理

想
は
、
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
や
は
り
挫
折
し
た
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
五
族
協
和
の
理
想
を
掲
げ
る
満
州
国
が
実
行
力
と
し
て

の
武
力
に
頼
り
へ
方
向
性
を
誤
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
に
。

(
8
)
　
い
う
ま
で
も
な
く
第
一
と
第
二
の
内
容
の
い
ず
れ
を
強
調
す
る

か
で
事
態
は
大
き
-
変
化
す
る
。
第
二
を
名
目
的
に
掲
げ
て
、
第
一

の
立
場
を
推
し
進
め
れ
ば
'
こ
れ
は
容
易
に
植
民
地
支
配
を
正
当
化

す
る
理
屈
に
転
落
す
る
。

(
9
)
　
と
は
い
え
へ
　
こ
れ
と
て
も
近
い
将
来
の
こ
と
と
は
い
え
な
い
L
へ

そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
の
動
き
も
想
像
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
融

合
の
過
程
が
ど
の
よ
う
に
進
行
L
へ
　
あ
る
い
は
逆
に
ど
の
よ
う
に
後

退
す
る
の
か
を
み
て
お
き
た
い
。
ま
ず
国
家
の
広
域
化
、
交
通
の
発

達
へ
　
合
理
化
に
よ
り
民
族
の
融
合
が
進
む
　
(
一
九
四
二
‥
二
一
九
～

二
二
〇
)
。
だ
が
他
方
に
お
い
て
理
知
化
の
結
果
で
あ
る
一
夫
一
婦

制
度
や
個
人
主
義
や
福
利
思
想
が
血
液
の
融
合
の
妨
げ
と
な
る
。
ま

た
交
通
や
理
知
化
や
経
済
の
進
歩
が
'
戦
争
を
拡
大
さ
せ
る
方
向
に

働
-
し
、
戦
時
の
国
内
統
制
経
済
に
よ
り
融
合
の
進
行
は
止
ま
る

(
一
九
四
二
‥
二
二
〇
～
二
二
一
)
。
と
い
う
よ
う
に
血
液
の
混
和
は

必
ず
し
も
一
直
線
に
進
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
こ
れ
は

『
社
台
撃
原
理
』
　
第
四
篇
　
「
社
会
結
果
論
」
　
で
も
詳
し
-
述
べ
ら
れ

て
い
た
年
来
の
主
張
で
あ
る
　
(
一
九
一
九
)
。

(
2
)
　
高
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
　
「
一
面
か
ら
い
ふ
と
基
礎
社
会
の
接
大

と
い
ふ
歴
史
の
壮
巌
な
る
進
行
の
〓
即
に
外
な
ら
ぬ
」
　
と
述
べ
て
い

る
　
(
一
九
四
二
二
四
四
)
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
　
「
基
礎
社
会
摸
大

縮
小
の
法
則
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
た
法
則
を
意
味
す
る
　
(
一

九
一
九
‥
一
〇
七
八
～
一
〇
八
六
)
0

(
S
)
　
た
し
か
に
　
「
贋
民
族
主
義
」
　
に
ま
つ
わ
る
危
う
さ
は
看
過
で
き

な
い
。
例
え
ば
高
田
は
'
ナ
チ
ス
の
理
論
家
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
一

九
四
〇
年
に
行
っ
た
北
欧
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
顧
起
を
促
す
講
演
を
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傍
注
で
引
き
合
い
に
だ
し
、
「
私
の
い
ふ
東
亜
民
族
主
義
も
ま
た
、

此
廉
民
族
主
義
の
7
例
で
あ
る
」
(
7
九
四
二
.
.
7
四
二
)
と
擬
し

て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
み
る
と
侵
略
戦
争
へ
の
関
与
を
疑
わ
れ
て
も

む
り
は
な
い
。
た
だ
し
へ
　
さ
ら
に
進
ん
で
高
田
が
　
「
欧
米
繭
洲
に
跨

る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
が
相
合
し
て
一
の
魔
民
族
主
義
的
行
動
に
出

で
ん
と
す
る
こ
と
を
示
す
」
(
一
九
四
二
‥
一
四
三
)
と
し
て
い
る

の
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
東
亜
民
族
主
義
の
危
険
性

を
批
判
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
民
族
主
義

の
そ
れ
を
も
批
判
の
対
象
に
含
め
な
け
れ
ば
公
平
と
は
い
え
な
い
。

文
献

*
　
引
用
は
　
(
著
者
、
出
版
年
‥
頁
)
　
の
順
で
記
す
。
な
お
高
田
の
著

作
に
か
ぎ
り
著
者
名
を
省
略
。

河
村
望
t
 
T
九
七
三
、
『
日
本
社
会
学
史
研
究
』
　
上
・
下
、
人
間
の
科

学
社
'

北
島
滋
へ
　
二
〇
〇
二
、
『
高
田
保
属
　
-
　
理
論
と
政
策
の
無
媒
介
的
合

一
』
東
信
望
'

新
明
正
道
　
(
筆
名
X
>
-
N
)
、
一
九
一
二
四
、
「
高
田
保
馬
・
小
泉
信
三
」

『
経
済
往
来
』
第
九
巻
第
l
〇
号
.

-
　
　
、
l
九
八
一
、
「
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
高
田
博
士
の
社

会
学
的
業
績
」
、
高
田
保
馬
博
士
追
想
録
刊
行
全
編
『
高
田
保
馬
博

士
の
生
涯
と
学
説
』
創
文
社
'

清
野
正
義
、
l
九
八
七
、
「
高
田
保
馬
論
　
-
　
「
民
族
と
市
民
」
　
問
題

へ
の
社
会
学
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
試
み
」
『
立
命
館
産
業
社
会
論
集
』

通
号
五
二
.

-
　
　
'
l
九
九
二
、
「
高
田
保
馬
の
東
亜
民
族
論
」
へ
戦
時
下
日
本

社
会
研
究
全
編
『
戦
時
下
の
日
本
　
-
　
昭
和
前
期
の
歴
史
社
会
学
』

行
路
社
'

大
道
安
次
郎
へ
一
九
五
三
へ
『
高
田
社
会
学
』
有
斐
閣
、

高
田
保
馬
、
一
九
一
八
へ
　
「
人
種
問
題
私
見
」
へ
　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
　
七

月
十
日
か
ら
十
六
日
へ
　
初
出
未
見
　
(
一
九
二
〇
、
『
現
代
社
台
の
諸

研
究
』
所
収
)
t

-
　
　
　
h
 
l
九
l
九
、
『
社
食
撃
原
理
』
岩
波
書
店
`

-
　
　
'
l
九
二
〇
へ
　
『
現
代
社
会
の
諸
研
究
』
岩
波
書
店
.

I
へ
一
九
二
二
、
『
社
合
と
国
家
』
岩
波
書
店
も

-
　
　
、
T
九
二
三
へ
『
階
級
考
』
衆
英
閣
e

I
t
 
l
九
三
四
へ
『
貧
者
必
勝
』
千
倉
書
房
4

-
　
　
　
へ
　
l
九
三
五
へ
　
『
民
族
の
問
題
』
　
日
本
評
論
社
.

～
'
一
九
三
九
、
「
「
日
本
経
済
の
封
米
決
意
」
　
座
談
会
」
　
『
文

垂
春
秋
』
昭
和
十
四
年
十
一
月
号
、
(
出
席
者
　
河
田
嗣
郎
・
高
田

保
馬
・
中
野
登
美
雄
・
本
位
田
祥
男
・
山
崎
靖
純
)
`

I
へ
　
l
九
三
九
、
『
東
亜
民
族
論
』
岩
波
書
店
`

I
へ
　
7
九
四
二
へ
『
民
族
論
』
岩
波
書
店
'

I
へ
　
l
九
四
七
、
『
世
界
社
会
論
』
中
外
出
版
t
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-
、
l
九
五
七
へ
『
学
問
遍
路
』
東
洋
経
済
新
報
社
'

高
田
保
馬
博
士
追
想
録
刊
行
会
編
、
一
九
八
一
へ
『
高
田
保
烏
博
士
の

生
涯
と
学
説
』
創
文
社
.

中
久
郎
、
l
九
九
二
、
「
『
民
族
協
和
』
の
理
想
1
『
満
州
国
』
建
国

大
学
の
実
験
」
、
戦
時
下
日
本
社
会
研
究
会
『
戦
時
下
の
日
本
』
行

路
杜
'

福
間
良
明
、
二
〇
〇
三
へ
「
民
族
社
会
学
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
-
テ
ィ
ー
高

田
保
馬
・
小
山
栄
一
二
の
民
族
認
識
を
手
が
か
り
に
し
て
」
『
ソ
シ
オ

ロ
ジ
』
第
四
七
巻
第
三
号
(
通
号
一
四
六
号
)
.

山
室
信
一
へ
二
〇
〇
一
へ
『
恩
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
.

山
本
礼
子
へ
一
九
九
四
へ
『
占
領
下
に
お
け
る
教
職
追
放
』
明
星
大
学

出
版
部
.

1
。
。
i
n
t
f
r
+
-

1
O
O
I
-
-
H
朋
長
錯
乱

(
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)
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