
我
図
に
於
は
る
西
洋
史
研
究
の
態
度
に
つ
い
て

村

松

恒

郎

我
闘
に
西
洋
史
壊
が
移
植
せ
ら
れ
て
か
ら
既
に
教
批
代
を
経
て
、
そ
の
聞
に
於
け
る
斯
阜
の
進
歩
に
は
大
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と

は
い
で
し
か
も
五
H
K

の
同
洋
史
壊
に
封
す
る
立
場
如
何
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
先
進
の
事
者
の
こ
れ
に
つ
い
て
教
へ
る
所
は
英
だ

乏
し
く
、
事
責
こ
の
問
題
に
闘
し
て
は
、
思
ナ
者
の
聞
に
狛
宏
分
の
考
察
3
f

」
理
解
と
の
訣
け
た
る
恨
み
が
な
く
も
な
い
の
で
あ
る

3

同
洋
史

の
移
植
せ
ら
れ
た
昔
初
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
や
う
な
問
題
は
狛
こ
れ
を
提
出
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
新
し
い
文
化
の
轍
入
、

従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
諸
外
岡
と
の
接
燭
交
通
は
、
必
然
に
そ
れ
等
の
岡
々
の
過
去
現
在
の
事
情
、
そ
れ
等
の
闘
K

の
も
つ
文
明
に
つ
い

て
の
知
識
を
必
要
な
ら
し
め
る
、

の
み
た
ら
や
J

、
そ
れ
等
の
図
々
の
も
つ
諸
文
化
は
、
我
園
に
と
っ
て
先
進
の
文
化
で
あ
り
、
我
岡
が
持

っ
て
以
て
直
ち
に
賓
地
に
臆
用
す
べ
き
ゃ
う
の
千
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
西
洋
史
事
に
封
す
る
皐
者
の
内

我
図
に
於
け
る
丙
洋
史
研
究
の
態
度
に
つ
い
て

(
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貌

ブL

面
的
な
立
場
の
如
き
は
勿
論
問
題
で
は
な
い
、
外
面
的
た
西
洋
史
的
知
識
の
功
利
性
が
、
我
闘
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
を
意
義
づ
け
る
の

に
師
に
充
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
う
な
任
務
が
大
障
に
於
て
一
段
絡
っ
た
後
に
於
て
も
、
西
洋
史
壌
の
功
利
性
は
吏
に
別
の
意
味
に
於
て

重
要
な
意
義
を
も
っ
て
を
っ
た
、
即
そ
れ
が
西
洋
文
化
以
外
の
文
化
を
封
象
と
す
る
史
事
に
劃
し
で
も
、
既
に
大
に
完
成
せ
ら
れ
た
方
法

と
概
念
と
を
提
供
す
る
意
味
に
於
て
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
東
洋
の
諸
文
化
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
も
、
西
洋
史
壌
の
一
通
り
の
研

究
が
必
要
不
可
般
の
前
提
要
件
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
否
々
の
何
人
も
が
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
改
め
て
例
を
以
て
こ
れ
を
詩
明
す
る
必
姿

は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
乍
ら
今
日
に
於
て
は
、
こ
の
や
う
な
西
洋
史
阜
の
外
面
的
た
任
務
は
殆
ぼ
完
了
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
と

思
ふ
。
ヘ
ー
や
吾
々
は
、
以
上
の
や
う
な
外
面
的
な
意
味
か
ら
で
は
な
し
に
、
内
面
的
に
西
洋
史
の
研
究
が
苦
々
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る

か
を
反
省
す
べ
く
蝕
儀
た
く
せ
ら
れ
て
を
る
。
従
来
の
撃
者
が
こ
の
黙
に
つ
い
て
吾
々
に
教
ふ
る
慮
の
之
し
い
の
は
、
そ
れ
故
に
敢
て
怪

し
む
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
五
口
々
に
改
め
て
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
こ
こ
で
は
こ
の
や
う
た
問
題
を
、
す
べ
て
の
方
向
に
丸
っ
て
充
分
に
論
4
7
る
暇
は
な
い
。
自
分
は
唯
芸
賞
っ
て
特
に
考
慮
を
一
安
す

る
や
う
な
諸
鈷
を
項
目
的
に
拳
げ
る
に
止
め
る
。
第
一
に
は
自
分
は
我
闘
に
於
け
る
西
洋
史
の
研
究
が
、
他
の
科
壊
の
そ
れ
と
は
具
な
っ

た
、
特
別
の
困
難
を
有
す
る
事
に
注
意
を
惹
き
た
い
と
忠
ふ
。
他
の
諸
科
事
と
蹴
も
勿
論
、
先
に
西
洋
史
壊
に
つ
い
て
地
べ
た
と
同
じ
ゃ

う
た
外
面
的
た
研
究
時
代
を
遁
去
に
も
っ
て
を
っ
た
。
そ
れ
等
も
亦
酬
明
詩
書
や
醜
案
書
の
時
代
、
或
は
研
究
の
方
法
や
概
念
に
於
て
、
全

然
外
国
皐
者
の
指
導
に
依
摸
し
た
時
代
を
も
っ
て
を
っ
た
。
し
か
し
今
日
に
於
て
は
、
そ
れ
等
の
科
阜
の
封
象
と
す
る
所
の
事
象
は
、
或

は
移
植
せ
ら
れ
て
後
、
久
し
き
を
艇
で
既
に
大
い
に
内
園
化
し
、
或
は
土
日
か
ら
や
代
っ
た
研
究
領
野
が
師
に
千
を
著
け
作
る
ま
で
に
開
拓
せ

ら
れ
て
、
仰
れ
も
圏
内
に
於
て
満
自
の
研
究
を
遂
行
せ
し
む
る
に
充
分
な
基
盤
を
こ
れ
に
提
供
し
て
を
る
。
そ
れ
等
の
諸
事
問
は
い
は
Y
、



自
家
の
畑
を
既
に
備
へ
て
を
る
。
し
か
る
に
、
西
洋
史
事
者
の
み
は
、
そ
の
利
率
の
性
質
上
、
猶
常
に
他
家
の
畑
の
上
に
附
労
働
す
べ
く
飴

儀
な
く
せ
ら
れ
て
を
る
。
そ
こ
に
自
分
は
、
他
の
諸
科
撃
に
と
っ
て
と
は
異
た
る
、
同
洋
史
患
に
と
っ
て
の
根
本
的
な
困
難
が
横
っ
て
を

る
と
思
は
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
る
。

ー・・・圃.

勿
論
問
洋
史
壌
の
封
象
を
以
て
、
他
家
の
畑
と
は
考
へ
や
、
等
し
く
こ
れ
を
自
家
の
畑
脱
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
程
の
困
難
は

最
初
か
ら
存
在
し
友
い
。
そ
の
や
う
な
人
々
が
、
東
洋
・
丙
洋
、
内
閣
・
外
閣
の
直
別
を
越
へ
て
、
等
し
く
西
洋
史
聞
学
界
た
る
第
三
帝
岡

の
住
人
と
し
て
、
共
同
の
研
究
に
従
事
す
る
と
い
ふ
立
場
は
確
か
に
可
能
で
あ
る
。
似
し
事
責
上
の
問
題
と
し
て
は
、
我
闘
に
あ
っ
て
、

相
隔
る
こ
主
遠
い
西
欧
の
史
賓
を
研
究
す
る
と
い
ふ
事
態
自
身
の
無
理
が
著
し
く
こ
の
立
場
を
制
限
す
る
事
は
こ
れ
を
斉
み
得
た
い
。
第

一
に
吾
K

は
撮
る
べ
き
事
責
、
用
ふ
べ
き
史
科
の
不
足
に
苦
し
ま
ね
ば
た
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
こ
の
や
う
な
唯
々
一
外
面
的
た
事
情
に
基
く
困

難
は
、
特
に
有
利
た
機
舎
と
境
遇
と
を
恵
ま
れ
た
者
に
於
て
は
、
大
た
る
程
度
ま
で
こ
れ
を
除
き
得
る
、
問
題
に
よ
っ
て
は
我
園
に
於
て

却
て
、
西
肱
皐
者
の
見
る
可
ら
ざ
る
史
料
を
見
出
し
得
る
場
合
も
あ
る
、
然
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
れ
は
要
す
る
に
程
度
の
問
題
で

あ
り
、
我
聞
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
を
本
質
的
に
俊
件
づ
け
る
程
の
も
の
で
は
な
い
、
と
も
一
式
ひ
得
る
。
併
し
通
常
の
場
合
と
し
て
は
、

我
闘
の
西
洋
史
研
究
者
が
最
も
直
接
且
切
置
に
蛍
面
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
国
難
が
、
恰
も
こ
の
賄
に
存
す
る
事
も
こ
れ
を
否
み
得
な
い
。

第
二
に
、
我
固
に
於
て
西
洋
史
の
研
究
を
行
ふ
者
は
、
菅
に
史
料
の
利
用
に
於
て
の
み
な
ら
歩
、
更
に
そ
れ
ら
の
史
料
に
封
す
る
理
解
力

我
刷
聞
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
度
に
つ
い
て

〔
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の
黙
に
於
て
重
要
た
不
足
を
感
ホ
ノ
る
。
荒
し
西
欧
文
化
の
中
に
生
ひ
育
っ
た
者
は
、
彼
等
の
父
岨
或
は
彼
等
自
身
が
生
み
川
し
た
過
去
の

文
化
に
針
し
て
は
、

一
種
の
自
然
的
な
理
解
力
を
備
へ
、
恰
も
苦
々
が
自
己
の
過
去
に
於
け
る
経
歴
・
行
認
を
反
省
す
る
際
に
、
過
去
の

口
の
自
己
に
封
し
て
感
ヂ
る
の
と
同
じ
一
一
極
の
自
明
的
た
感
情
を
以
て
、
彼
等
自
身
の
文
化
を
理
解
し
得
る
の
に
反
し
て
、
我
園
の
西
洋

史
関
学
者
に
と
っ
て
は
、
こ

ω
ゃ
う
た
理
解
力
は
や
同
然
に
始
め
か
ら
欣
け
て
を
る
の
で
あ
る
。
勿
論
巌
密
に
い
へ
ば
彼
に
あ
っ
て
吾
に
扶
け

て
を
る
も
の
は
、
そ
の
や
う
な
自
然
的
た
能
力
と
か
感
情
と
か
い
ふ
も
の
で
は
な
い
、
寧
ろ
彼
等
西
欧
人
が
日
常
そ
の
中
に
生
活
す
る
問

に
、
彼
等
の
文
化
の
各
般
の
事
質
、
限
り
た
く
多
様
微
細
た
諸
事
買
に
つ
い
て
不
知
不
識
の
聞
に
得
た
知
識
や
、
そ
れ
ら
の
事
賓
と
彼
等

の
父
組
の
日
の
事
賓
と
の
聞
に
存
す
る
事
賓
上
の
親
和
閥
係
が
、
そ
れ
ら
の
事
官
に
封
す
る
彼
等
の
理
解
を
大
に
助
け
、
所
謂
自
明
的
な

感
情
、
無
意
識
の
中
に
行
は
れ
る
理
解
作
用
に
伴
ふ
あ
の
感
情
を
も
生
み
川
す
の
で
あ
ら
う
。
従
て
民
族
を
具
に
し
、
生
岡
を
町
内
に
す
る

者
3
Y

」
雌
も
、
同
陥
の
文
化
、
西
欧
の
生
活
事
賓
に
親
し
む
事
深
き
を
加
ふ
る
に
従
て
、
彼
等
西
欧
人
の
そ
れ
と
同
じ
と
こ
ろ
の
到
解
力
を

も
亦
獲
ち
得
ベ
き
は
や
の
も
の
で
あ
り
、
以
上
の
や
う
な
第
二
の
困
難
も
結
局
は
程
度
の
問
題
に
蹄
し
得
る
と
も
一
疋
び
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
但
し
通
常
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
種
の
困
難
が
我
岡
に
於
け
る
同
洋
史
研
究
を
事
貰
上
大
に
制
限
す
る
事
は
等
し
く
亦
こ
れ
を

疑
ひ
得
た
い
。

こ
の
彼
殺
の
問
に
存
す
る
理
解
力
の
相
違
の
問
題
は
、
し
か
し
乍
ら
、
五
日
々
が
更
に
第
一
一
一
の
観
貼
を
導
き
入
れ
る
に
従
っ
て
、
更
に
第

一
一
一
の
事
賃
上
の
困
難
を
我
闘
に
於
け
る
西
欧
史
研
究
者
の
前
に
提
出
す
る
。
茸
し
歴
史
家
は
骨
に
純
粋
客
観
的
に
、
あ
る
宮
市
賓
の
構
成
的
、

或
は
悶
果
的
閥
聯
を
確
定
し
理
解
す
る
以
上
に
、
更
に
彼
は
そ
れ
ら
の
事
賓
が
彼
に
封
し
で
も
つ
特
殊
た
歴
史
的
意
味
を
理
解
し
た
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
換
号
一
目
す
れ
ば
悟
史
家
は
思
に
事
買
を
一
手
賓
と
し
て
確
定
す
る
丈
で
は
狛
そ
の
任
務
を
完
了
し
な
い
、
寧
ろ
彼
の
注
意
を
そ
れ



ら
の
事
賓
の
上
に
注
が
し
む
る
動
機
を
彼
自
身
の
た
め
、
叉
彼
の
読
者
の
た
め
に
明
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
や
う
な
動
機
は
、
彼
が
そ

れ
ら
の
事
貰
を
含
む
過
去
の
歴
史
的
文
化
、
否
、
終
局
に
於
て
は
こ
の
や
う
た
過
去
の
歴
史
的
文
化
の
蓮
積
で
あ
る
彼
の
現
在
の
歴
史
的

世
界
に
封
レ
て
直
接
間
接
に
一
定
の
憤
値
意
識
を
有
し
、
そ
れ
ら
の
事
責
が
直
接
間
接
に
彼
に
と
っ
て
慣
値
あ
る
か
L

る
歴
史
的
世
界
を

支
ふ
る
も
の
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
特
殊
の
意
義
を
有
す
る
所
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
事
貨
は
事
賓
間
関
と
し
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ

が
一
定
の
歴
史
的
意
味
を
以
て
、
そ
の
歴
史
家
の
歴
史
的
世
界
の
閥
聯
の
中
に
組
入
れ
ら
る
べ
き
事
に
よ
っ
て
、
知
る
に
似
ひ
す
る
も
の

と
た
る
の
で
あ
る
。
彼
は
一
つ
の
事
貫
の
事
質
的
閥
聯
以
上
に
、
そ
の
事
賓
の
意
味
閥
聯
を
理
解
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
さ
て
、
こ
こ
に

提
出
せ
ら
れ
た
新
し
い
理
解
の
領
野
に
於
て
も
、
先
に
自
分
が
述
べ
た
所
謂
自
然
の
理
解
力
、
自
明
の
感
情
の
閥
係
は
同
様
に
遁
用
せ
ら

れ
る
。
我
闘
に
於
け
る
西
洋
奥
研
究
者
が
事
責
上
、
西
欧
の
事
者
に
比
し
て
こ
の
知
大
た
る
遜
色
を
一
不
す
事
は
、
こ
れ
を
否
む
べ
く
も
な

ぃ
。
し
か
も
こ
の
第
三
の
闘
係
に
於
て
は
、
彼
等
の
捨
ふ
べ
き
困
難
は
決
し
て
単
に
程
度
上
の
秀
別
丈
に
止
ま
っ
て
ゐ
な
い
。
寧
ろ
そ
こ

で
は
よ
り
本
質
的
た
困
難
が
彼
等
を
待
ち
設
け
て
ゐ
る
。

科
事
と
し
て
の
歴
史
壊
は
何
よ
り
も
先
づ
忠
賞
た
事
貫
研
究
か
ら
出
殻
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
、
正
確
た
事
賓
の
批
判
確
定
が
そ
れ
以
上
の
あ

ら
ゆ
る
歴
史
研
究
の
不
可
般
の
基
礎
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
ら
の
賭
を
認
容
す
る
に
於
て
、
自
分
は
何
人
の
背
後
に
も
落
ち
ぬ
者
で

あ
る
。
し
か
も
こ
の
や
う
な
事
賓
研
究
の
段
階
は
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
は
、
本
来
の
歴
史
壊
に
素
材
を
提
供
す
る
か
へ
の
意
味
を
有
す
る
も

の
で
あ
り
、
歴
史
研
究
の
準
備
的
た
第
一
歩
を
し
か
意
味
せ
ぬ
と
い
ふ
事
も
、
我
々
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
等
の
事
賓
が
一

つ
の
歴
史
的
事
賓
と
た
る
た
め
に
は
、
常
に
そ
の
歴
史
家
の
歴
史
的
王
観
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
彼
に
と
っ
て
一
定
の
意
味
を
も
っ
歴
史
的

開
聯
の
中
に
組
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
概
念
の
こ
の
意
味
に
於
け
る
主
観
性
は
、
何
人
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
た
い
。

我
図
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
度
に
つ
い
て

(
村
松
)

九
五
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但
し
こ
の
や
う
た
歴
史
的
概
念
の
主
観
性
は
、
決
し
て
、
そ
心
歴
史
家
が
任
意
に
そ
の
好
む
庭
に
ま
か
せ
て
彼
の
歴
史
的
立
場
を
と
り
得

、

る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
科
墜
者
と
し
て
、
彼
の
業
蹟
に
科
事
的
安
首
位
を
要
求
す
る
限
り
、
彼
が
あ
る
事
賓

に
封
し
て
輿
へ
る
塵
史
的
意
味
は
、
そ
の
事
賓
の
事
貫
性
に
誼
人
口
せ
ね
ば
な
ら
歩
、
彼
が
結
局
に
於
て
そ
こ
か
ら
各
個
事
責
に
封
す
る
意

味
を
導
き
来
る
彼
の
過
去
並
び
に
現
在
の
文
化
に
封
す
る
慣
値
意
識
は
、
そ
れ
ら
の
文
化
に
封
し
て
何
人
も
が
認
め
る
所
の
も
の
、
若
く

は
結
局
に
於
て
何
人
に
も
こ
れ
を
認
め
し
め
得
る
民
の
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
具
睦
的
に
い
へ
ば
、
謬
者
は
そ
の
研
究
に
於
て
常
に

一
方
に
は
事
賓
が
事
買
と
し
て
教
へ
る
所
に
よ
り
、
他
方
に
於
て
は
彼
が
属
す
る
枇
舎
の
共
通
た
文
化
意
識
、
或
は
伎
が
属
す
る
事
界
の

共
通
な
問
題
の
脱
貼
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
て
を
る
の
で
あ
る
。
従
て
一
つ
の
枇
舎
が
安
定
し
、
何
人
も
が
そ
の
祉
舎
の
戴
く
文
化
の
一
償

値
に
つ
い
て
共
通
の
信
頼
を
有
す
る
や
う
な
時
代
、
間
学
界
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
そ
の
や
う
た
世
曾
的
安
定
に
幸
せ
ら
れ
て
、
聞
学
者
が
安
ん

じ
て
開
学
術
の
株
界
に
専
心
し
得
る
と
い
ふ
や
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
終
局
に
於
て
事
者
を
導
く
文
化
意
識
、
彼
等
の
問
題
の
同
黙
は
い

は
ピ
何
人
に
も
自
明
な
事
と
し
て
前
提
せ
ら
れ
、
精
紳
的
に
素
朴
た
事
者
に
あ
っ
て
は
屡

J
F」
の
や
う
な
前
提
す
ら
も
忘
れ
ら
れ
て
、
事

賓
の
故
に
事
貫
を
遁
ふ
こ
と
が
唯
一
の
任
務
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
事
態
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
事
、
準
点
。
が
そ
の

事
術
世
界
に
専
念
し
、
専
ら
一
事
貫
の
上
に
彼
の
聞
申
詑
を
打
立
て
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
に
も
、
彼
が
意
識
的
無
意
識
的
に
彼
を
め
ぐ
る
祉

舎
の
響
導
的
思
潮
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
指
導
さ
れ
て
を
る
と
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
感
詑
と
駐
曾
思
潮
と
の
問
の
閥
聯
を
一
度
研
究
し

た
程
の
何
人
も
が
直
ち
に
首
肯
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
友
場
合
に
は
事
者
は
彼
等
の
と
る
べ
き
立
場
、
彼
等
の
問
題

の
蹴
黙
を
無
意
識
的
に
理
解
し
て
を
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
限
り
に
於
て
は
、
先
に
も
詰
ペ
た
や
う
に
、
民
族
を
異
に
す
る
他
国
の

皐
者
と
蹴
も
.
仮
令
程
度
の
品
品
川
こ
そ
あ
れ
、
努
め
て
止
ま
ぬ
な
ら
ば
、
そ
の
や
う
な
理
解
に
近
づ
き
得
る
と
い
ふ
事
は
疑
ひ
が
な
い
。



し
か
る
に
一
つ
の
枇
舎
が
精
神
的
不
安
定
の
時
代
に
あ
る
場
合
、
そ
の
中
の
あ
る
人
k

が
彼
等
の
現
夜
の
文
化
に
封
し
、
遡
つ
て
は
そ

の
前
段
階
で
あ
る
過
去
の
文
化
に
封
し
て
懐
く
慣
値
意
識
と
、
他
の
一
群
の
人
k

の
そ
の
や
う
な
慣
値
意
識
と
の
聞
に
重
大
な
相
還
が
存

す
る
場
合
、

一
言
で
い
へ
ば
、
同
一
の
祉
舎
内
に
、
数
多
く
の
異
な
っ
た
歴
史
的
世
界
観
が
相
並
む
で
、
瓦
に
相
争
ふ
と
い
ふ
や
う
な
時

代
に
於
て
は
、
問
題
は
し
か
く
簡
車
で
は
な
い
。
そ
の
や
う
な
時
代
に
は
、
精
神
的
に
素
朴
な
事
者
に
も
自
ら
研
究
指
針
を
興
へ
て
く
れ

る
や
う
な
、
事
界
共
通
の
問
題
の
閥
黙
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
事
宥
は
各
々
自
ら
自
己
の
力
に
よ
り
、
調
立
の
信
念
に
よ
っ
て
、
彼
自
身

の
歴
史
的
立
場
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
挙
者
は
従
来
住
み
な
れ
た
、
あ
る
桂
度
ま
で
現
貫
生
活
か
ら
遊
離
し
た
第
三
帝
図
的
な
皐
界
か

ら
出
で
て
、
今
一
度
現
貫
生
活
の
中
に
行
ば
れ
る
償
値
闘
争
の
巷
に
立
ち
、
そ
こ
か
ら
彼
の
現
賓
の
生
活
仁
封
す
る
態
度
、
若
い
て
は
そ

の
や
う
た
生
活
を
支
へ
る
歴
史
的
文
化
の
全
閥
聯
に
封
す
る
態
度
を
定
め
ね
ば
た
ら
ぬ
。
彼
は
ん
γ
や
航
路
の
定
ま
っ
た
大
舶
に
安
廃
し
て

を
る
の
で
は
な
い
、
自
ら
舵
を
操
っ
て
自
己
の
行
く
手
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
歴
史
的
文
化
に
封
す
る
異
な
っ
た
慣
値
意
識
の
封
立
、
闘
争
と
い
ふ
現
象
は
、
恰
も
西
陣
文
化
の
一
つ
の
特
性
を
た
す
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
中
に
起
源
を
異
に
し
性
格
を
異
に
す
る
数

kω
文
化
要
素
を
令
む
で
を
る
、
時
間
言
者
の
時
代
更
に
は
新
約
の
時

代
に
最
後
の
形
睦
を
と
っ
て
来
る
古
代
へ
プ
ラ
イ
の
文
化
、
古
典
的
希
臨
文
化
、
羅
馬
的
へ
レ
ニ
ズ
ふ
ス
的
た
古
代
帝
闘
の
文
化
、
更
に

は
近
代
西
欧
文
化
の
直
接
の
母
胎
で
あ
る
グ
ル
マ
ン
的
中
社
の
文
化
、
・
そ
れ
ら
の
も
の
は
何
れ
も
そ
の
特
有
な
文
化
遺
売
と
特
性
的
な

国

F
S
と
を
以
て
、
相
合
し
て
一
つ
の
問
駄
文
化
、
欧
州
的
た
る
も
の
の
基
柱
を
た
し
て
を
る
。
そ
れ
ら
の
何
れ
の
二
つ
も
決
じ
て
同
じ

や
う
な
方
向
、
同
じ
や
う
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
た
い
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
も
の
は
多
く
の
駐
に
於
之
、
相
互
に
恰
も
正
反
封
の
方

向
を
内
に
包
賦
す
る
。
そ
れ
ら
の
中
の
一
つ
が
、
非
合
理
的
な
、
し
か
も
唯
一
の
慣
値
と
し
て
結
封
の
信
仰
と
服
従
と
を
要
求
す
る
と
こ

我
図
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
皮
に
ワ
い
て

(
村
松
)

九
七
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ろ
の
、
大
な
る
意
思
の
前
に
各
側
の
倒
人
性
を
否
定
し
波
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
て
普
遍
的
人
道
的
な
限
り
な
く
深
い
倫
理
的
感
情

を
生
み
出
す
時
、
そ
れ
ら
の
他
の
一
つ
は
、
各
人
各
?
ぐ
の
理
性
に
よ
っ
て
閑
満
兵
徳
の
償
値
世
界
に
参
輿
し
得
ベ
く
、
ま
た
参
興
す
ベ

き
一
挙
を
教
へ
て
、
同
様
に
亦
限
り
た
く
高
い
普
遍
的
人
道
的
た
倫
理
的
感
情
を
生
み
出
す
。
第
三
の
者
が
、
よ
り
外
面
的
た
、
組
織
と
椎

力
と
に
よ
っ
て
大
い
な
る
吐
舎
的
建
築
を
築
き
上
ぐ
る
術
を
敦
ふ
る
時
、
第
四
の
者
は
反
封
に
よ
り
内
面
的
た
自
由
と
園
開
的
精
神
と
に

よ
っ
て
、
同
じ
ゃ
う
に
緊
密
た
批
合
的
建
築
が
築
か
る
べ
き
事
を
教
へ
る
。
こ
の
や
う
た
異
種
の
諸
文
化
、
異
種
の
生
活
精
紳
が
結
合
せ

ら
れ
、
互
に
他
を
批
判
し
相
争
ふ
と
い
ふ
特
殊
の
閥
係
こ
そ
、
確
か
に
、
四
駄
文
化
の
み
に
特
有
な
あ
の
生
活
の
複
雑
性
と
緊
張
性
、
世

界
観
の
反
封
封
立
と
こ
れ
を
克
服
綜
合
し
ゃ
う
と
す
る
努
力
、
そ
こ
か
ら
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
力
で
起
っ
て
く
る
あ
の
内
面
的
賞
展
、
す
ベ

て
そ
れ
ら
の
こ
と
を
規
定
す
る
根
本
的
た
る
も
の
で
あ
る
。
西
欧
文
化
は
そ
の
中
に
互
に
相
闘
ふ
べ
き
力
、
互
に
反
捜
す
べ
き
仕
界
観
の

種
子
を
含
む
で
を
る
。
そ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
諸
要
素
は
常
に
新
に
綜
合
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
、
し
か
も
亦
そ
れ
ら
は
常
に
新
た
た
形
で
分

裂
す
る
。
歴
史
が
反
封
と
綜
合
の
波
を
う
つ
、

一
つ
の
綜
合
に
よ
っ
て
前
の
綜
合
が
克
服
さ
れ
、
よ
り
高
い
弐
元
に
迄
持
ち
来
さ
れ
、
所

謂
歴
史
が
護
展
す
る
。
展
突
の
瑳
展
的
た
進
行
、
従
っ
て
亦
残
展
史
的
た
歴
史
観
は
確
か
に
こ
の
や
う
な
内
面
的
保
件
を
も
っ
西
欧
文
化

の
特
性
的
産
物
で
あ
る
。

共
時
的
に
い
へ
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
は
、
中
世
の
敬
合
文
明
に
於
て
、
仮
令
内
部
的
に
は
極
め
て
非
統
一
的
、
非
緊
密
的
で
は
あ
っ

た
に
し
て
も
、
と
に
か
く
一
つ
の
綜
合
的
形
態
を
輿
へ
ら
れ
、

一
つ
の
文
化
時
代
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
が
、
中
世
末
期
か
ら
近
代
初
頭

に
か
け
て
、
諸
園
民
の
内
部
的
力
が
漸
く
成
熟
す
る
と
共
に
、
従
来
賓
質
的
に
で
は
な
く
寧
ろ
外
部
的
に
、
躍
に
教
へ
の
上
で
結
合
せ
ら

れ
て
ゐ
た
諸
要
素
が
夫
々
の
力
と
そ
れ
/
¥
の
形
を
も
っ
て
、
そ
の
や
う
た
束
捕
を
破
っ
て
自
己
を
主
張
し
て
来
る
。
十
五
世
紀
並
び
に



十
六
世
紀
初
葉
に
亙
る
近
世
初
顕
の
猫
創
と
混
乱
の
時
代
が
こ
れ
に
官
る
。
停
統
的
権
威
に
反
抗
す
る
自
由
な
自
然
科
翠
的
研
究
の
先
駆

者
、
人
間
理
性
の
唯
一
の
基
礎
の
上
に
夫
々
濁
創
的
樫
系
を
組
立
て
る
近
代
的
背
壊
の
先
駆
者
、
個
々
人
の
魂
の
-
ほ
か
ら
湧
く
宗
教
的
熱

情
の
解
放
と
現
欣
打
破
の
運
動
、
新
し
い
美
術
、
新
し
い
岡
家
治
道
、
す
べ
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
濁
創
的
た
も
の
の
力
強
さ
と
革
命
的
熱

情
と
を
以
て
舞
萎
に
飛
び
出
て
来
る
。
し
か
る
に
早
く
も
十
六
株
紀
の
二
十
年
代
1
1
1
三
十
年
代
に
時
代
の
趨
勢
は
再
び
大
な
る
梓
向
を

示
し
て
来
る
。
そ
れ
ら
の
新
し
く
生
れ
た
理
念
が
今
一
度
現
貨
の
柑
禍
に
投
入
れ
ら
れ
る
、
新
し
い
理
念
が
よ
き
果
貰
を
結
ぶ
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
は
今
一
度
現
賓
の
勢
力
、
印
過
去
の
時
代
か
ら
悼
統
せ
ら
れ
た
要
素
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
打
克
ち
、
或
は
そ
れ
ら
の
中

に
揖
取
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
奔
放
と
混
乱
の
中
か
ら
生
れ
た
新
し
い
も
の
が
漸
く
冷
静
に
現
賓
の
事
情
を
反
省
し
、
賞
践
的
に
自
己
を
建

設
し
ゃ
う
と
し
始
め
る
。
あ
る
意
味
に
於
て
反
動
的
で
あ
り
、
し
か
も
よ
り
え
な
意
味
に
於
て
極
め
て
建
設
的
た
時
代
が
始
ま
る
、
十
六

世
紀
後
学
か
ら
十
七
社
紀
に
か
け
て
の
反
宗
教
改
革
の
時
代
、
或
は
諸
宗
派
の
時
代
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
代
的
諸
岡
家
が
内
乱
或
は
革
命

を
経
て
、
最
後
的
に
確
立
し
た
形
態
を
と
る
時
代
、
諸
汲
の
背
壌
が
漸
く
樫
系
を
形
づ
く
る
時
代
、
近
時
に
至
っ
て
そ
の
建
設
的
意
味
が

弐
第
に
認
存
さ
れ
る
に
至
っ
た
バ
ロ
ッ
ク
事
術
の
時
代
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
周
知
の
や
う
に
、

一
日
一
戦
総
か
ら
打
退
け
ら
れ
た
か

に
見
へ
た
中
世
的
要
素
、
殊
に
は
す
べ
て
を
超
越
的
宗
教
的
た
慣
値
に
か
け
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
現
味
的
事
賓
を
判
断
し
ゃ
う
と
い

ふ
あ
の
中
陀
文
化
の
中
心
的
精
神
が
、
再
び
力
強
く
復
活
す
る
、
し
か
も
そ
れ
は
従
来
の
や
う
に
皐
に
外
面
的
に
敬
舎
の
敬
へ
に
よ
っ
て

教
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
今
や
内
面
か
ら
説
く
伝
念
と
し
て
側
々
人
の
生
活
を
力
強
く
支
配
す
る
、

い
は
刊
誌
そ
れ
は
よ
へ
に
似

人
化
さ
れ
内
面
化
さ
れ
、
従
て
各
個
人
或
は
個
人
の
園
樫
が
何
を
そ
の
や
う
な
窮
極
の
慣
値
と
し
て
認
め
る
か
に
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
問

に
一
真
飢
た
生
活
目
標
に
闘
す
る
闘
争
、
品
作
界
観
の
争
ひ
が
惹
き
起
さ
れ
る
。
他
方
そ
の
や
う
な
争
び
の
結
果
一
つ
の
生
活
、

一
つ
の
世
界

我
闘
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
度
に
フ
い
て

(
村
松
)
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観
が
確
立
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
中
世
の
そ
れ
に
比
し
て
遁
か
に
大
き
な
内
面
的
緊
密
性
と
統
一
性
を
具
有
す
る
に
至
る
。
郎
前

の
時
代
に
分
裂
崩
壊
し
た
諸
文
化
要
素
は
こ
の
時
代
に
再
び
綜
合
統
一
せ
ら
れ
る
が
、

A
I
や
そ
の
綜
合
は
中
世
の
歌
合
文
化
に
於
て
の
や

う
た
皐
一
的
統
一
で
は
あ
り
得
歩
、
少
く
と
も
前
越
の
意
味
の
生
活
闘
争
、
世
界
観
の
闘
争
が
吐
舎
的
現
象
と
し
て
そ
の
中
で
闘
は
れ
、

や
が
て
解
決
せ
ら
れ
た
諸
国
民
毎
に
そ
の
綜
合
の
課
程
、
従
て
出
来
上
っ
た
新
し
い
綜
合
文
化
が
異
な
っ
て
来
る
。
印
夫
々
他
と
異
な
っ

た
特
性
を
も
っ
諸
園
民
の
文
化
が
そ
こ
に
成
立
す
る
。
従
来
殆
ぽ
同
一
類
型
に
属
し
た
英
仰
の
二
間
家
は
十
七
甘
い
紀
の
聞
に
全
く
異
っ
た

型
の
.
一
つ
の
園
家
と
た
る
、
清
敬
涯
の
運
動
は
従
来
の
「
朗
ら
か
な
英
園
」
の
中
か
ら
今
日
の
厳
粛
主
義
的
な
英
園
民
気
質
を
生
み
出
し
、

同
様
に
ル

l
タ

l
況
の
宗
教
運
動
が
今
日
の
一
調
逸
人
気
質
-K
作
り
上
げ
る
。
新
ら
し
い
綜
合
は
中
世
的
、
外
面
的
、
思
一
的
の
代
り
に
、

近
代
的
、
内
面
的
、
多
元
的
と
た
ず
Q

。

十
八
世
紀
は
前
時
代
の
建
設
作
業
が
一
段
落
を
台
げ
た
安
定
的
時
代
で
あ
る
。

一
方
に
は
従
来
具
樫
的
な
生
活
の
背
景
の
上
に
建
設
せ

ら
れ
た
諸
問
民
文
化
が
、
兵
開
的
生
活
の
安
定
と
共
に
、
共
第
に
こ
の
や
う
な
具
躍
的
関
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

い
は
ど
精
紳
的
文
化
と

し
て
抽
象
さ
れ
て
く
る
、
殊
に
は
西
欧
文
化
の
最
も
有
力
た
一
要
素
で
あ
る
A
口
珂
主
義
的
思
考
が
こ
の
趨
勢
を
え
に
促
進

L
て
、
諸
園
民

に
共
通
な
一
つ
の
精
紳
的
た
商
駄
文
化
を
形
成
す
る
。
所
謂
砕
蒙
文
化
た
る
も
の
こ
れ
で
あ
る
。
他
方
前
時
代
に
異
種
の
文
化
要
素
が
、

勿
論
決
し
て
矛
盾
た
し
に
で
は
た
し
に
、
結
合
さ
れ
統
一
さ
る
与
に
至
っ
た
際
に
、
決
定
的
動
機
を
た
し
た
共
酷
的
事
情
の
必
然
性
、
兵

躍
的
生
活
の
必
要
に
劃
す
る
関
心
が
漸
く
薄
れ
て
、
事
態
を
事
態
自
身
と
し
て
親
察
す
る
に
至
れ
ば
、
自
ら
矛
盾
が
矛
盾
と
し
て
眼
に
つ

い
て
く
る
、
合
理
主
義
的
思
考
や
批
判
を
重
ん
や
ノ
る
時
代
の
精
神
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
。
そ
の
結
巣
は
各
人
の
聞
に
既
成
文
化
に
封

す
る
不
満
不
足
の
念
が
自
ら
生
み
出
さ
れ
、
侍
統
を
値
一
蹴
す
る
潤
創
的
思
想
、
倖
統
に
封
す
る
反
抗
が
醸
成
さ
れ
、
や
が
て
は
再
び
侍
統



文
化
の
崩
袋
、

諸
要
素
の
分
裂
、

調
創
と
混
乱
の
時
代
へ
と
梓
向
す
る
、

十
八
世
紀
の
米
葉
、
悌
岡
革
命
を
中
心
と
す
る
時
代
が
印
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
十
九
吠
紀
の
初
頭
三
十
年
に
亙
る
反
動
的
建
設
的
時
代
、
殆
ぽ
千
八
百
七
十
年
を
境
と
す
る
比
較
的
安
定
的

た
時
代
、
そ
し
て
そ
れ
に
績
き
最
後
に
世
凶
作
戦
争
を
契
機
と
し
て
十
九
世
紀
文
化
の
崩
壊
す
る
時
代
、
そ
れ
ら
の
事
象
、
そ
れ
等
の
経
過

は
今
日
何
人
も
が
承
知
の
事
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
歴
史
的
同
融
は
、
主
口
々
が
前
に
述
べ
た
安
定
的
時
代
な
る
も
の
が
極
め
て
短
か
い
こ

と
、
そ
の
他
の
時
代
に
於
て
は
西
欧
文
化
を
内
面
的
に
規
定
す
る
異
種
の
文
化
要
素
が
、
近
代
に
於
て
は
そ
の
上
に
更
に
、
互
に
異
な
っ

た
各
園
民
の
文
化
の
倖
統
、
或
は
そ
の
性
格
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
が
、
互
に
封
立
し
、
夫
々
自
己
の
世
界
観
の
た
め
に
争
ふ
の
が
現
寅

。
事
態
で
あ
る
こ
と
、
殊
に
そ
れ
は
停
統
的
文
化
が
崩
壊
し
、
新
ら
し
い
文
化
時
代
が
特
に
誕
生
し
ゃ
う
と
す
る
濁
創
と
混
乱
の
時
代
に

於
て
特
に
著
し
い
こ
と
、
そ
れ
ら
の
事
を
五
口
々
に
敬
へ
る
に
充
分
で
あ
る
。
そ
し
て
五
日
々
が
現
在
そ
の
最
後
に
挙
げ
た
時
代
の
員
唯
中
に

在
る
こ
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
人
と
離
も
異
論
の
あ
る
は
や
は
な
い
。
今
日
に
於
て
は
あ
ら
ゆ
る
具
た
っ
た
世
界
観
が
犬
k

、
彼
等
に

と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
た
い
形
ち
に
於
て
過
去
の
歴
史
的
文
化
を
理
解
し
、
そ
の
上
に
現
在
の
彼
等
の
立
場

を
と
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
明
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
、
各
々
が
何
れ
も
明
日
の
勝
利
を
目
指
し
て
相
争
っ
て
を
る
。
こ
の
や
う
な
時
代

に
あ
っ
て
は
、
所
謂
事
者
の
み
が

d
と
り
事
賓
の
た
め
の
事
賓
の
歴
史
、
所
謂
純
客
観
的
な
歴
史
の
世
界
に
安
ん
じ
ゃ
う
と
し
て
も
、
そ

れ
は
事
責
上
不
可
能
で
あ
る
、
査
し
そ
の
や
う
な
場
合
賞
は
彼
等
が
暗
献
の
中
に
前
提
し
て
を
る
壊
国
外
共
同
の
問
題
指
針
た
ど
は
か
L

る

時
代
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
者
は
自
ら
現
貧
に
反
臨
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
歴
史
的
立
場
を
定
め
、
問
題
を
自
ら
作
ら
ね
ば
な

ら
た
い
。
勿
論
こ
こ
に
い
ふ
現
貰
反
臨
の
要
求
は
決
し
て
事
者
に
互
に
相
争
ふ
諸
黛
派
の
何
れ
か
に
濫
り
に
味
方
し
、
現
質
的
意
思
の
前

に
は
科
事
的
客
観
性
を
も
犠
牲
に
‘
す
べ
き
事
を
求
む
る
-
も
の
で
は
た
い
。
寧
ろ
科
壊
が
持
率
と
し
て
現
寅
に
貢
献
し
得
る
唯
一
の
道
は
、

我
刷
聞
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
ぃ
院
に
つ
い
て

(
村
松
)
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夫
々
の
現
質
的
意
思
が
自
己
を
規
定
す
る
際
に
安
じ
て
擦
り
得
る
底
の
客
観
的
知
識
を
こ
れ
に
提
供
す
る
貼
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
科
事

と
し
て
の
回
蹴
史
研
究
は
、
現
在
に
至
る
迄
の
西
駄
文
化
の
護
展
を
客
観
的
に
巌
正
正
確
た
事
賓
の
上
に
理
解
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
吾
々

現
在
の
文
化
の
立
脚
黙
を
定
め
、
よ
っ
て
又
明
日
に
於
け
る
こ
の
文
化
の
進
む
べ
き
行
手
の
見
通
し
、
こ
の
文
化
の
裂
展
し
件
ペ
き
可
能

方
向
を
教
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
互
に
相
争
ふ
現
在
の
諸
世
界
観
の
本
質
を
ば
、
そ
の
由
来
に
か
け
て
殿
密
正
確
に
確
定
し
、
そ
れ
ら

の
も
つ
意
味
、
そ
れ
ら
が
官
然
手
く
べ
き
制
限
を
こ
れ
に
知
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
諸
世
界
観
、
或
は
明
日
こ
れ
と
同

様
の
意
味
を
と
り
来
る
や
う
た
狛
か
く
れ
た
歴
史
的
要
素
を
見
出
し
、
そ
こ
に
問
題
を
正
り
上
げ
る
鈷
に
於
て
は
、
そ
れ
は
多
分
に
事
者

の
主
観
性
に
か
与
っ
て
を
る
。
問
題
の
解
決
、
こ
れ
が
前
提
を
た
す
事
宜
研
究
に
於
て
は
事
者
は
何
底
ま
で
も
科
接
的
客
観
性
を
同
持
し

た
く
て
は
な
ら
ぬ
、
し
か
し
問
題
の
提
出
向
樫
は
常
に
必
歩
し
も
し
か
く
客
観
的
に
行
は
れ
る
の
で
は
な
い
。
殊
に
現
在
の
や
う
に
時
代

が
成
長
と
混
乱
と
の
唯
中
に
あ
る
時
期
に
於
て
然
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
事
界
の
共
通
な
興
味
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
た
し
に
、
よ
り

直
接
な
各
倒
壊
者
の
主
観
性
、
或
は
紋
を
め
ぐ
る
具
瞳
的
生
活
の
必
要
が
彼
に
山
内
務
賠
を
興
へ
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
は
そ
の
事
者
を
合

む
現
貫
的
園
氏
、
彼
が
属
す
る
現
賞
枇
舎
の
閥
心
が
決
定
的
に
彼
の
立
場
の
上
に
働
き
か
け
る
。
こ
の
や
う
た
具
瞳
的
生
活
の
要
求
か
ら

遊
離
し
、
そ
の
主
観
性
に
於
て
西
欧
の
事
者
と
甚
だ
し
く
性
絡
を
具
に
す
る
我
閣
の
事
者
が
、
彼
等
と
等
し
く
西
洋
史
態
一
阜
の
住
民
を
以

て
自
ら
任
十
る
こ
と
の
困
難
は
恰
も
こ
の
出
張
貼
に
か
与
っ
て
を
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
科
壌
の
客
観
性
の
問
題
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

以
上
自
分
は
自
閤
他
闘
の
匝
別
を
超
越
し
て
、
等
し
く
西
洋
史
事
界
の
一
員
と
し
て
、
我
聞
に
於
て
西
洋
史
研
究
を
鋒
ま
ん
と
す
る
皐

者
の
立
場
と
、
こ
れ
に
伴
ふ
制
限
と
を
殆
ぽ
諭
じ
得
た
と
忠
ふ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
者
が
明
治
初
年
以
来
の
奮
き
我
囲
の
西
洋
史

率
者
が
、
多
く
の
顧
慮
を
彼
等
の
内
面
的
壌
間
的
立
場
に
つ
い
て
費
さ
歩
、
彼
等
の
業
績
が
も
っ
事
責
上
外
面
上
の
放
用
性
の
背
景
の
前



に
、
屡

J
外
国
事
者
の
研
究
の
模
倣
Mm介
の
域
を
耽
せ
M

さ
り
し
欣
態
に
飽
見
ら
歩
、
自
ら
そ
れ
ら
醤
時
の
壊
者
に
と
っ
て
千
本
で
あ
り
部

問
屋
で
あ
っ
た
外
園
事
者
と
同
列
の
地
位
に
進
出
し
、
後
者
と
同
じ
科
事
的
熱
情
と
異
国
目
と
を
以
て
そ
の
職
と
す
る
研
究
に
首
ら
ん
と

す
る
士
山
は
誠
に
掌
敬
に
値
ひ
す
る
も
の
で
あ
り
、
旦
そ
の
や
う
な
立
場
か
ら
の
研
究
の
勃
興
が
我
関
西
洋
史
事
界
の
進
歩
の
上
に
不
可
扶

の
前
提
要
件
で
あ
る
賄
を
認
む
る
に
於
て
自
分
は
敢
て
人
後
に
落
つ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
や
う
な
立
場
が
上
来

連
ベ
来
っ
た
や
う
な
困
難
を
伴
ふ
こ
と
、
殊
に
現
在
の
如
き
時
代
に
あ
っ
て
は
、
決
し
て
外
面
的
程
度
上
の
問
題
と
し
て
の
み
た
ら
や
、

寧
ろ
内
面
的
に
規
定
せ
ら
れ
、
容
易
に
渡
り
得
ざ
る
底
の
困
難
が
、
そ
れ
ら
共
同
に
丙
洋
史
事
皐
界
の
位
民
を
以
て
自
ら
任
ぜ
ん
T

と
す
る
・

筆
者
を
待
ち
設
け
て
を
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
諸
鈷
に
つ
い
て
は
特
に
そ
れ
ら
新
進
の
事
者
の
一
考
を
煩
は
し
度
思
ふ
も
の
で
あ
る
。

一一一

吾
々
の
問
題
は
そ
れ
故
に
、
他
家
の
加
と
自
家
の
畑
と
の
匝
別
を
撤
し
、
等
し
く
西
洋
史
聞
学
界
の
住
民
と
し
て
西
欧
の
史
資
に
封
す
る

E
い
ふ
立
場
の
み
に
よ
っ
て
は
猶
解
決
せ
ら
れ
得
な
い
。
し
か
ら
ば
そ
の
や
う
な
立
場
以
外
に
猶
我
聞
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
を
内
面
的

に
意
義
づ
け
る
や
う
た
立
場
が
あ
り
得
る
や
否
や
、
耳
目
々
は
今
一
度
立
闘
っ
て
五
日
k

の
問
題
を
問
ひ
直
さ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
扱
て
前
節

の
末
尾
に
行
は
れ
た
あ
の
考
察
は
、
我
園
の
西
洋
史
研
究
者
に
と
っ
て
特
に
考
慮
に
値
ひ
す
る
閥
係
を
指
示
し
て
を
る
。
印
現
在
再
々
が

川
駅
前
に
も
つ
や
う
な
、
現
賓
の
生
活
が
不
安
定
な
朕
態
に
あ
り
、
従
て
す
べ
て
の
闘
心
が
現
貫
生
活
の
要
求
に
集
中
せ
ら
れ
る
や
う
な
時

代
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
家
の
出
護
賭
も
一
背
に
科
事
、
と
し
て
の
歴
史
撃
の
.
要
求
す
る
問
題
と
い
ふ
や
う
た
い
は
Y
現
貨
か
ら
遊
離
し
た
問
題

我
凶
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
度
に
口
い
て

(
村
松
)
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一
円
凶

に
止
り
得
守
、
寧
ろ
彼
等
の
出
護
鈷
は
力
強
く
現
貨
の
生
活
者
が
具
韓
的
に
要
求
す
る
如
き
問
題
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
歴
史
家
は
翠
に
科
墜
と
し
て
の
歴
史
壊
の
研
究
を
任
務
と
す
る
以
上
に
、
彼
等
の
同
胞
た
る
園
氏
、
彼
等
と
共
に
同
一
の
枇

舎
に
生
活
す
る
人
々
の
歴
史
的
敬
養
に
貢
献
す
べ
き
任
務
を
背
負
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
の
任
務
は
恰
も
我
闘
に
於
け

る
西
洋
史
事
者
に
と
っ
て
は
特
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
査
し
周
知
の
や
う
に
我
闘
は
明
治
初
年
以
来
同

欧
の
文
化
を
大
に
輸
入
し
、
今
日
に
於
て
は
五
日
々
の
生
活
は
既
に
著
し
い
程
度
ま
で
こ
の
新
し
い
文
化
の
下
に
管
ま
れ
て
を
る
の
で
あ
る
c

蝦
令
現
今
我
園
間
有
の
文
化
の
慣
値
を
再
認
識
し
、
こ
れ
が
宣
拐
を
は
か
ら
ん
と
す
る
運
動
が
漸
く
盛
た
ら
ん
と
し
つ
L
あ
る
と
は
い
へ
、

今
日
既
に
西
賦
輸
入
の
文
化
が
五
口
々
の
生
活
に
封
し
で
も
つ
意
義
は
、
五
口
園
古
来
の
そ
れ
に
比
し
て
、
少
く
と
も
表
面
上
に
於
て
は
屡
a

遥
か
に
大
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
現
在
に
於
て
は
世
界
の
文
化
闘
は
郎
賞
質
上
回
欧
の
文
化
閏
で
あ
り
、
そ
の
山
中
に
新
に
加

入
し
て
、
大
に
自
己
を
主
張
し
ゃ
う
と
す
る
我
園
と
し
て
は
、
そ
の
幸
不
幸
は
別
と
し
て
、
大
た
る
程
度
ま
で
こ
の
文
化
を
揖
取
し
、
こ

れ
を
同
化
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
つ
L

あ
る
こ
と
は
何
人
と
雌
も
疑
ひ
得
ざ
る
所
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
新
文
化
は
そ
の
殆
ん
ど
す

べ
て
が
古
来
我
園
の
歴
史
に
扶
け
た
る
虚
の
も
の
で
あ
り
、
従
で
外
部
的
た
制
度
、
事
宜
的
末
節
に
五
つ
て
は
、
こ
れ
を
率
む
で
直
ち
に

こ
れ
に
模
す
る
事
が
出
来
た
と
し
て
も
ー
そ
の
運
行
を
規
定
す
る
根
本
の
本
質
、
そ
の
精
神
に
至
つ
て
は
、
猶
英
一
だ
し
く
正
山
口
回
た
理
解
か

ら
遠
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
多
く
は
猶
悌
作
っ
て
魂
未
だ
こ
れ
に
伴
は
ぎ
る
の
恨
み
が
あ
る
。
従
て
今
日
の
急
務
は
、
そ
れ
ら
の
輸
入

せ
ら
れ
た
諸
文
化
の
本
来
の
意
味
、
本
質
を
今
一
度
明
ら
か
に
認
識
し
直
す
こ
と
、
全
躍
と
し
て
は
所
謂
西
欧
の
文
化
、
同
肱
主
義
の
本

質
を
ば
、
そ
の
歴
史
的
建
展
に
か
け
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
課
桂
を
経
て
始
め
て
、
そ
の
や
う
な
輸
入
文

化
と
吾
園
田
有
の
文
化
と
の
封
立
或
は
接
輔
の
程
度
が
明
ら
か
に
理
解
せ
ら
れ
、
車
に
百
目
的
た
或
は
歪
め
ら
れ
た
模
倣
で
は
な
し
に
、



内
面
的
に
新
来
の
も
の
を
揖
取
し
、
こ
れ
を
同
化
す
る
一
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
間
に
於
け
る
同
洋
非
の
研
究
者
に
課
せ
ら
れ

た
最
も
重
大
た
任
務
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
単
に
科
接
的
闘
心
以
上
に
、
よ
り
切
賓
に
現
質
的
責
践
的
関
心
に
か
』
っ
て
を
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
よ
り
抽
象
的
な
西
洋
史
皐
界
の
共
同
問
題
の
研
究
の
如
き
任
務
以
上
に
更
に
重
要
な
任
務
と
し
て
、
具
樫
的
た
五
口
園
民
に

E
つ
て
の
問
題
、
主
口
々
の
今
日
の
生
活
が
要
求
す
る
問
題
の
解
決
が
、

E
n
閣
の
西
洋
史
研
究
者
を
待
っ
て
を
る
り
で
あ
る
。
も
と
よ
り
か

く
い
ふ
意
味
は
、
こ
の
後
の
任
務
が
よ
り
よ
く
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
づ
科
墜
と
し
て
の
西
洋
史
研
究
が
、
客
観
的
正
確
な
事
貫
的

研
究
が
そ
の
某
礎
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
後
の
任
務
の
た
め
の
よ
き
準
者
が
前
の
任
務
の
た
め
に
も
よ
き
事
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
決
し
て
否
定
す
る
意
味
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
雨
者
の
聞
に
、
科
墜
と
し
て
の
歴
史
と
敬
養
と
し
て
の
歴
史

の
任
務
の
間
に
、
重
要
た
差
別
が
存
す
る
こ
と
、
殊
に
後
の
任
務
が
現
在
重
要
た
樹
立
の
意
味
を
も
つ
も
の
た
る
と
と
も
こ
れ
を
疑
ひ
得

た
い
。
二
つ
の
任
務
を
事
買
上
厳
格
に
直
別
す
る
こ
と
が
不
可
能
、
或
は
困
難
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
決
し
て
前
者
の
み
で
』
事
足
り
る
と

い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。

具
韓
的
に
い
へ
ば
西
陣
の
世
界
の
歴
史
的
事
貨
は
事
質
問
腫
と
し
て
は
五
円
園
民
に
と
っ
て
大
た
る
閥
心
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
、
そ
れ

は
他
闘
の
こ
と
、
他
民
族
の
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
苦
々
が
閥
心
す
る
所
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
史
賓
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
現
在
の

四
賦
文
化
の
本
質
、
そ
れ
ら
を
導
く
償
値
意
識
、
最
も
深
き
内
面
に
於
て
そ
れ
ら
を
支
へ
る
西
欧
主
義
の
精
紳
で
あ
る
。
叉
西
欧
文
化
の

あ
ら
ゆ
る
隅
々
が
、
そ
の
護
展
の
絶
へ
ざ
る
一
つ
一
つ
の
階
段
が
五
口
々
に
と
っ
て
知
る
に
値
ひ
す
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
の
中
特
に
大

な
る
文
化
意
識
と
し
て
、
現
在
の
西
欧
諸
岡
民
、
ひ
い
て
は
苦
闘
民
の
生
活
の
上
に
ま
で
重
要
た
影
響
を
及
ぼ
す
ゃ
う
主
要
素
の
み
が
こ

の
第
二
の
任
務
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
正
し
く
制
約
せ
ら
れ
た
窓
味
に
於
て
出
殻
鈷
を
と
る
た
ら
ば
、
そ
れ
が

我
凶
に
於
け
る
向
洋
史
研
究
の
態
度
に
つ
い
て

(
村
松
)

一
の
五
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h

ハ

四
蹴
出
先
聞
学
界
の
共
通
た
問
題
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
特
に
苦
闘
の
草
者
に
要
求
せ
ら
れ
、
彼
等
の
み
が
亦
そ
れ
を

搾
び
得
る
や
う
な
問
題
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
ら
明
か
で
あ
る
。
荒
し
こ
の
第
二
の
任
務
は
密
接
に
現
在
に
於
け
る
我
園
民
生

活
の
事
情
、
五
H
K

の
兵
躍
的
生
活
の
要
求
の
上
に
立
脚
す
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
教
養
、
と
し
て
の
歴
史
に
封
す
る
者
々
の
闘

心
を
規
定
す
る
根
本
動
機
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
過
去
の
事
買
を
事
賓
と
し
て
保
存
し
記
憶
す
る
こ
と
、

一
つ
は
五
日
々
の
生
活
の
不
可
扶

の
要
素
と
し
て
歴
史
が
前
提
せ
ら
る
t

ふ
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
第
一
の
動
機
は
本
来
五
H
K

に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
事
賓
が
そ
れ
白
樫
と
し
て
親

続
性
を
有
す
る
場
合
に
限
る
も
の
で
あ
る
、
例
へ
ば
自
己
の
家
族
の
系
固
で
あ
る
と
か
、
自
園
民
の
過
去
の
記
録
で
あ
る
と
か
い
ふ
場
合

に
限
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
動
機
は
吾
々
の
現
在
の
生
活
が
あ
ら
ゆ
る
賄
に
於
て
過
去
の
歴
史
的
所
産
の
上
に
成
立
し
、
従
て
五
口
々
の

過
去
の
歴
史
を
珂
解
せ
守
し
て
は
、
現
在
の
Z

n

T
乞
理
解
し
得
歩
、
従
て
亦
明
日
の
記
口
々
の
生
活
を
意
識
的
に
替
み
得
ぬ
と
い
ふ
開
係
に

根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
か
く
い
ふ
意
味
は
、
主
口
K

の
生
活
の
全
部
を
歴
史
の
中
に
分
解
し
、
否
々
の
生
活
の
慣
値
を
歴
史
的
相

封
性
の
中
に
沈
淡
せ
し
め
、
或
は
E
日
々
の
生
活
の
上
に
綜
じ
て
蓮
命
論
的
た
悲
観
主
義
的
た
陰
影
を
投
げ
か
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ

吾
々
の
生
活
が
猶
内
に
護
展
の
飴
力
を
存
す
る
限
り
、
そ
れ
は
絶
へ
や
新
た
な
生
活
要
索
、
新
た
な
生
活
慣
値
を
そ
の
中
に
と
り
入
れ
、

そ
れ
ら
の
内
部
的
封
立
を
克
服
し
つ
与
、
常
に
新
し
い
生
活
慣
値
へ
、
械
に
と
っ
て
は
唯
一
の
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
ぬ
底
の
生
活
の

創
建
へ
と
進
む
で
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
や
う
た
歴
史
牲
の
克
服
、
新
し
い
歴
史
の
創
造
へ
の
唯
一
の
指
導
者
は
邸
亦
歴
史
で
あ

る
0

1
日
k

が
Z
n
k

の
生
活
の
中
に
相
争
ふ
諸
要
素
を
夫
々
に
理
解
し
、
所
謂
敵
を
知
り
己
れ
を
知
っ
て
こ
れ
ら
の
上
に
打
勝
つ
唯
一
の
道

は
印
睦
突
を
通
し
て
の
道
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
歴
史
の
意
義
が
、
現
在
の
如
き
西
欧
の

l
l卸
又
大
な
る
程
度
ま
で
現
在
世
界
の

l
l

文
化
の
中
に
あ
る
諸
要
素
が
犬
K

新
し
い
相
貌
に
於
て
戟
紘
に
現
は
れ
、
互
に
相
争
ふ
如
き
過
渡
的
時
代
に
於
て
、
更
に
は
特
に
現
在
の



我
聞
に
於
て
の
や
う
に
、
そ
の
や
う
な
内
面
的
不
安
定
に
悩
む
問
蹴
文
化
を
輸
入
文
化
と
し
て
新
た
に
岡
有
文
化
の
上
に
つ
け
加
へ
、
本

質
上
大
に
異
な
っ
た
こ
の
二
つ
の
文
化
を
新
た
に
綜
合
す
る
必
要
、
そ
れ
ら
の
封
立
を
克
服
し
て
、
そ
の
問
か
ら
新
し
い
時
代
の
文
化
を

嘆
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
を
る
如
き
時
代
に
於
て
、
犬
に
そ
の
重
要
さ
を
加
へ
来
り
、
事
責
加
へ
来
っ
て
を
る
こ
と
は
現
在
何
人
も
こ
れ
を

否
み
得
ぬ
所
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
我
岡
の
西
洋
史
事
研
究
は
調
自
た
内
面
的
任
務
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
確
か
に
苔
品
川
西

洋
臭
事
の
研
究
に
従
事
す
る
者
が
充
分
考
慮
す
る
に
値
ひ
す
る
内
面
的
た
立
場
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

我
図
に
於
け
る
西
洋
史
研
究
の
態
度
に
つ
い
て

(
村
松
)
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