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(一)

論

の

『
高
橋
和
巳
全
集
』

全
二
十
巻
よ
り
成
る
。

第
十
巻
ま
で
が
小
説
。
第
十
四
巻
ま
で
が
評
論
。
第
十
五
、
十
六
巻
が

中
国
文
学
論
。
第
十
七
巻
が
翻
訳
。
第
十
八
、
十
九
巻
が
対
談
・
座
談
。

第
二
十
巻
が
講
演
。
彼
は
、
創
作
と
評
論
と
研
究
が
三
位
一
体
と
な
っ
て

一
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
事
実
、
彼
の
仕

事
も
そ
れ
に
副
う
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
三
九
歳
の
早
逝
で
あ
っ
た
が
、

残
さ
れ
た
作
品
は
少
な
く
は
な
い
。
「
悲
の
器
」
(
『
全
集
』
第
二
巻
所
収
)

が
「
文
芸
賞
」
長
篇
部
門
に
当
選
し
た
の
が
一
九
六
二
年
、
三
一
歳
の
時

で
あ
っ
た
。
そ
の
年
を
作
品
発
表
の
出
発
点
と
一
応
考
え
れ
ば
、
そ
の
活

動
期
間
は
十
年
に
も
満
た
な
い
。
驚
く
べ
き
ほ
ど
の
多
作
の
人
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
彼
は
作
家
と
し
て
世
に
出
る
ま
で
は
、
前
途
有
為
な
中
国
文

学
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
。

岩
波
書
庖
よ
り
刊
行
さ
れ
て
多
く
の
読
者
を
得
た

(
以
下
『
全
集
』
と
略
記
、
河
出
書
房
新
社
)
は
、

『
中
国
詩
人
選
集
』

安

東

:...L. 

r:VJ丸

で
李
商
隠
の
、
同
二
集
で
は
王
士
棋
の
訳
注
を
な
し
て
い
る
。
李
商
隠
、

王
土
旗
の
詩
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
し
く
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

李
商
隠
の
訳
注
の
践
に
は
こ
う
あ
る
。

「
か
く
も
耽
美
的
な
詩
人
を
も
、
中
国
は
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
耽
美
的
と
は
か
り
そ
め
の
言
葉
で
あ
る
。
耽
美
的
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
は
、
詩
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
題
を
解
く
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、

容
易
で
な
い
」

広
範
な
典
故
と
華
麗
な
詩
句
に
よ
っ
て
燈
び
や
か
な
持
情
の
詩
世
界
を

表
出
す
る
彼
の
詩
に
魅
せ
ら
れ
る
者
は
多
い
が
、
そ
れ
を
仔
細
に
検
証
し

う
る
鑑
賞
者
は
多
く
な
い
。
引
用
の
文
は
、
高
橋
和
巳
の
学
問
研
究
の
師
、

中
国
文
学
の
泰
斗
吉
川
幸
次
郎
の
も
の
で
あ
る
。
「
か
く
不
健
康
(
こ
の

語
意
は
本
書
に
就
い
て
見
ら
れ
た
い
)
で
は
な
い
要
素
を
も
も
っ
彼
が
、
あ

え
て
不
健
康
な
手
法
と
題
材
と
に
赴
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
高
橋
君
の
解

説
に
も
い
う
よ
う
に
、
希
望
な
き
時
代
へ
の
失
望
と
い
う
こ
と
が
、
原
因

の
主
な
も
の
と
し
て
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
吉
川
は
言
い
、
ま
た
そ
こ
に
も

う
一
つ
の
こ
と
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
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そ
れ
は
、
「
艶
冶
な
詩
ば
か
り
作
り
た
が
る
彼
の
心
の
奥
底
に
は
、
す
ぐ

れ
た
詩
人
が
必
ず
も
つ
べ
き
一
つ
の
性
質
、
す
な
わ
ち
反
逆
の
精
神
、
な

い
し
は
反
擦
の
精
神
と
呼
ぱ
る
べ
き
も
の
が
、
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
要
す
る
に
た
く
ま
し
い
土
性
骨
で
あ
る
」
と
。
日
常
生
活
の
潰
末
部

分
を
殺
ぎ
落
と
し
、
そ
の
精
神
の
粗
い
骨
組
の
み
を
見
れ
ば
、
大
逆
事
件

以
後
「
巷
隠
」
に
徹
し
た
と
も
見
倣
さ
れ
る
永
井
荷
風
の
生
き
方
と
軟
文

学
と
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
吉
川
の
指
摘
は
よ
り
解
り
安
い
か
も
し
れ
な

い
。
「
女
」
に
固
執
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
精
神
を
軟
弱
と
短
絡
す
る

の
は
俗
解
に
す
ぎ
な
い
。
「
荷
風
を
甘
え
ん
坊
で
女
性
的
性
格
と
見
る
人

も
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
ひ
ど
く
敏
感
な
皮
膚
を
も
っ
て
い
て
、
危
い
と
こ

ろ
か
ら
身
を
そ
ら
す
よ
う
な
と
こ
ろ
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
た

い
へ
ん
硬
質
の
自
我
を
持
っ
て
い
た
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
(
「
永

井
荷
風
」
)
と
い
う
桑
原
武
夫
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。

「
と
も
す
れ
ば
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
ら
な
る
諸
観
念
の
乱
用
は
避
け
ね

ば
な
ら
ぬ
に
せ
よ
、
た
し
か
に
王
士
横
は
齢
若
く
し
て
も
ろ
も
ろ
の
分
析

を
こ
え
た
詩
の
〈
妙
悟
〉
に
達
し
、
そ
の
甘
美
な
憂
愁
の
詩
句
に
ぶ
っ
て
、

人
人
の
こ
こ
ろ
を
魅
了
し
た
」
と
高
橋
は
王
土
棋
の
解
説
に
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
唐
末
、
清
初
に
生
き
た
二
詩
人
の
訳
注
は
、
『
全
集
』
の
第
十

六
巻
、
「
中
国
文
学
論

2
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
の
中
国
文
学
研

究
の
業
績
と
し
て
は
、
時
代
的
に
後
に
な
る
こ
詩
人
の
詩
作
の
特
質
を
こ

こ
で
少
し
く
ふ
れ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
論
じ
る
「
中
国
文
学
論

l
」
に
収

め
ら
れ
て
い
る
六
朝
時
代
の
詩
人
や
文
人
に
そ
の
二
人
が
密
接
に
連
っ
て

い
る
し
、
高
橋
の
文
学
愛
好
の
特
徴
が
ど
う
い
う
所
に
あ
っ
た
の
か
を
も

知
る
に
便
な
る
方
法
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

甘
美
と
憂
愁
の
詩
人
。
美
へ
の
偏
奇
な
ほ
ど
の
愛
好
。
そ
の
こ
と
を
こ

の
二
詩
人
に
見
出
し
う
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
高
橋
が
そ
の
研
究

面
に
お
い
て
生
の
時
間
の
多
く
を
割
い
た
六
朝
時
代
の
詩
人
や
文
人
た
ち

へ
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。

進
論
の
便
宜
上
、
『
全
集
』
第
十
五
巻
、
「
中
国
文
学
論
1
」
の
目
次
を

次
に
掲
け
て
お
く
。

TE--
表
現
者
の
態
度

I
，
|
司
馬
遷
の
発
憤
著
書
の
説
に
つ
い
て

表
現
者
の
態
度

E
l
職
業
と
し
て
の
文
学
の
誕
生

nu 
六
朝
美
文
論

陸
機
の
伝
記
と
そ
の
文
学

靖
岳
論

顔
延
之
の
文
学

江
滝
の
文
学

劉
郷
『
文
心
牒
龍
』
文
学
論
の
基
礎
概
念
の
検
討

中
国
の
物
語
詩
|
|
お
も
に
「
秋
胡
行
」
に
つ
い
て

顔
延
之
と
謝
霊
運

町山中
国
詩
史
梗
概

六
朝
詩
選

N
 

-3一



文
学
研
究
の
諸
問
題

I

文
学
研
究
の
諸
問
題

H

文
学
研
究
の
諸
問
題

E

こ
の
目
次
を
一
覧
す
れ
ば
、
中
国
文
学
研
究
に
お
い
て
高
橋
の
志
向
が

那
辺
に
あ
っ
た
か
を
知
り
う
る
。

六
朝
時
代
と
い
う
の
は
、
中
国
文
学
史
に
・
お
い
て
特
異
な
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
文
学
と
い
う
も
の
が
貌
の
時
代
の
曹
歪
の
「
典
論
論
文
」
の

「
蓋
し
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
、
不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
寿
は
時
と

し
て
尽
く
る
こ
と
有
り
て
、
栄
楽
は
其
の
身
に
止
ま
る
。
二
者
は
必
ず
至

る
の
常
の
期
あ
り
、
未
だ
文
章
の
窮
ま
り
な
き
に
若
か
ず
」
に
見
る
如
く

一
つ
の
独
立
の
価
値
を
持
つ
に
至
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
思
想
と
し
て
は
、

漢
代
の
儒
教
中
心
の
国
家
意
識
が
う
す
れ
、
竹
林
の
七
賢
の
院
籍
や
問
康

の
詩
文
か
ら
察
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
教
思
想
の
影
響
の
下
、
清
談
や
玄

学
へ
と
発
展
す
る
自
己
洞
察
の
鋭
い
時
代
で
あ
っ
た
。

高
橋
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
詩
人
の
陸
機
と
溝
岳
、
顔
延
之
と
謝
霊

運
、
江
滝
ら
は
、
六
時
時
代
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独

自
の
花
を
咲
か
せ
た
。
ま
た
劉
腿
は
、
こ
の
時
代
に
完
成
し
た
一
旬
が
四

字
六
字
で
対
句
を
な
す
四
六
耕
倒
文
体
と
い
う
絢
燭
締
麗
の
文
章
に
よ
っ

て
中
国
文
学
評
論
史
に
準
立
す
る
整
斉
精
織
な
体
系
を
持
つ
「
文
心
離
龍
」

と
い
う
創
作
と
批
評
の
理
論
書
を
著
し
た
人
で
あ
る
。

文
学
を
〈
美
〉
と
い
う
一
語
に
集
約
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
詩
文
に

・
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
華
麗
な
〈
美
〉
を
展
開
し
え
た
時
代
は
、
中
国
文
学
史

の
後
に
も
先
に
も
な
か
っ
た
。
高
橋
の
全
作
品
の
中
に
し
ば
し
ば
見
い
出

し
う
る
リ
リ
シ
ズ
ム
は
、
先
に
触
れ
た
李
商
隠
、
王
士
横
と
こ
の
六
朝
時

代
の
詩
文
家
に
そ
の
根
源
を
負
う
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
彼
ら
の
作
品

を
少
し
く
知
る
者
に
と
っ
て
は
読
み
解
き
易
い
。

と
は
い
え
文
学
は
〈
美
〉
と
い
う
修
辞
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
〈
美
〉
と
い
う
形
式
が
内
含
包
持
し
て
い
る
内
容

に
よ
っ
て
こ
そ
そ
の
〈
美
〉
は
い
っ
そ
う
輝
き
を
増
す
。
後
に
「
劉
開
「
文

心
雌
龍
」
文
学
論
の
基
礎
概
念
の
検
討
」
で
詳
述
す
る
が
、
劉
開
は
著
書

の
下
篇
に
お
い
て
文
章
の
創
作
と
批
評
に
関
し
て
内
容
と
形
式
(
彼
の
術

語
で
は
そ
れ
を
情
と
采
と
い
う
)
の
相
付
相
待
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ

し
て
彼
が
古
今
の
名
文
と
し
て
採
り
あ
げ
る
文
章
へ
の
褒
辞
は
、
殆
ん
ど

例
外
な
く
情
と
采
の
両
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
記
憶
に
止
め
て
い

て
よ
い
。
高
橋
が
文
学
に
求
め
て
い
た
も
の
も
そ
こ
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
・
お
い
た
上
で
、
ー
の
「
表
現
者
の
態
度

I
E」

を
読
み
、
町
の
「
文
学
研
究
の
諸
問
題

I
H皿
」
と
彼
の
処
女
評
論
「
文

学
の
責
任
」
と
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
高
橋
が
中
国
文
学
と
ひ
い
て
は
〈
文

学
〉
一
般
に
対
し
て
い
か
な
る
考
え
方
を
し
て
い
た
か
が
自
然
に
浮
か
び

上
っ
て
く
る
。

「
表
現
者
の
態
度

I
」
は
、
司
馬
遷
の
発
憤
著
書
の
説
に
つ
い
て
と
副

題
さ
れ
て
い
る
。

友
人
の
李
陵
の
弁
護
に
よ
っ
て
時
の
天
子
武
帝
の
怒
り
に
ふ
れ
、
司
馬

遷
は
宮
刑
に
処
さ
れ
る
。
彼
は
そ
の
屈
辱
に
耐
え
な
が
ら
歴
史
書
『
史
記
』

を
著
し
た
。
発
憤
著
書
の
調
で
あ
る
。
武
田
泰
淳
の
『
史
記
の
世
界
』
の

官
頭
文
を
借
り
れ
ば
「
司
馬
遷
は
生
き
恥
さ
ら
し
た
男
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
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司
馬
遷
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
運
命
を
辿
り
な
が
ら
己
の
志
を
遂
げ

ん
が
た
め
大
著
を
書
き
遺
し
た
先
人
を
引
き
つ
つ
彼
ら
に
自
己
を
投
影
す
る
。

西
伯
(
周
文
王
)
、
孔
子
、
屈
原
、
左
丘
明
、
孫
子
、
呂
不
章
、
韓
非
子
、

み
な
然
り
で
あ
る
と
。

「
此
れ
人
み
な
意
に
欝
結
す
る
所
有
り
て
、
其
の
道
を
通
ず
る
を
得
ず
。

故
に
往
事
を
述
べ
来
者
を
思
う
な
り
」
と
自
序
に
記
す
。
心
結
ぼ
れ
て
道

通
じ
ぬ
時
、
人
は
現
世
へ
の
夢
を
絶
た
れ
る
。
現
世
に
理
解
し
て
も
ら
え

ぬ
者
は
未
来
に
期
待
す
る
し
か
な
い
。
遺
書
の
著
わ
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

高
橋
は
、
司
馬
遷
の
「
太
史
公
自
序
」
を
引
用
し
た
後
に
発
憤
著
書
の

態
度
表
明
を
次
の
知
く
明
析
に
要
約
す
る
。

「
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
形
而
上
学
も
歴
史
も
哲
学
も
、

兵
法
も
政
治
論
も
文
学
も
、
一
切
の
秀
れ
た
言
語
表
現
は
、
作
者
の
現
実

的
行
為
の
場
で
の
挫
折
か
ら
く
る
、
果
さ
れ
ざ
る
意
志
の
代
償
的
発
露
で

あ
り
、
そ
の
積
極
的
意
味
は
、
為
し
得
ざ
り
し
み
ず
か
ら
の
志
と
そ
の
価

値
を
過
去
に
計
り
未
来
に
問
う
こ
と
に
あ
る
と
い
う
た
だ
一
事
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
は
「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
発
言
は
、
極
言
的
に
お
し
つ
め
て

ゆ
け
ば
、
も
し
現
実
に
お
い
て
具
体
的
な
行
為
の
道
が
聞
か
れ
で
あ
れ
ば
、

著
述
を
な
す
主
体
的
理
由
は
か
な
ら
ず
し
も
存
し
な
い
と
い
う
理
論
に
ま

で
ゆ
き
つ
く
」
と
。

た
し
か
に
司
馬
遷
の
発
言
は
、
極
言
的
に
お
し
つ
め
て
い
け
ば
、
高
橋

の
い
う
通
り
に
な
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
高
橋
の
結
論
が
極
論
で
あ

る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
確
か
な
証
左
が
あ
る
。

「
君
子
貴
ぶ
と
こ
ろ
の
道
は
三
。
太
上
は
徳
を
立
て
、
其
の
次
は
功
を

立
つ
、
其
の
次
は
言
を
立
つ
」
と
司
馬
遷
は
そ
の
書
簡
に
記
す
が
、
元
来

こ
の
文
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
文
章
に
も
あ
っ
た
。

立
徳
、
立
功
、
立
言
は
、
古
来
よ
り
中
国
知
識
人
の
為
す
べ
き
価
値
の

順
序
で
あ
っ
た
。
立
功
へ
の
道
が
絶
た
れ
た
時
、
立
言
へ
進
む
の
は
ご
く

自
然
の
道
筋
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
司
馬
遷
の
理
解
し
て

い
た
人
間
性
の
本
質
は
そ
う
い
う
所
に
あ
っ
た
。
人
は
窮
す
れ
ば
し
ば
/
¥

乱
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
が
、
窮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
っ
て
人
聞
は

本
性
に
立
ち
戻
る
の
だ
と
い
う
美
し
く
偉
大
な
る
精
神
を
人
間
た
ち
に
見

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

高
橋
の
説
く
所
に
依
れ
ば
、
こ
の
司
馬
遷
の
考
え
は
、
中
国
文
学
批
評

史
上
、
久
し
く
対
峠
す
る
こ
と
に
な
る
厳
格
主
義
と
教
養
主
義
の
前
者
の

考
え
方
を
代
表
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
考
え
方
は
、
歴
史
家
よ

り
も
、
文
学
や
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
強
大
な
作
用
力
を
持
っ
た
こ
と
を

高
橋
は
指
摘
し
て
そ
の
例
と
し
て
二
三
の
文
人
や
哲
学
者
を
挙
げ
る
。
歴

史
が
事
実
の
客
観
視
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
の
当
然
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
以
後
の
文
学
史
は
、
「
峻
し
い
発
憤
説
と
温
和
な
教
養
主

義
と
の
対
立
と
か
ら
み
あ
い
」
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
く
と
。

後
者
の
文
人
と
し
て
高
橋
は
、
漢
代
の
司
馬
相
如
を
そ
の
萌
芽
期
の
人

と
し
て
挙
げ
、
次
い
で
梁
代
の
文
人
江
滝
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
論

的
体
系
化
は
、
梁
の
文
学
理
論
家
劉
紙
の
『
文
心
離
龍
」
に
最
も
明
瞭
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
江
滝
、
劉
紙
と
も
に
目
次
に
あ
る

知
く
高
橋
に
は
こ
の
二
者
に
つ
い
て
の
専
論
が
あ
る
の
で
後
に
ま
た
触
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
と
も
あ
れ
、
繰
返
し
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
中
国
の
文
人
の
さ
ま
ざ

ま
な
態
度
、
文
学
批
評
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
も
、
問
い
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
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あ
の
「
厳
粛
主
義
」
と
こ
の
「
観
照
的
態
度
」
と
の
差
異
に
帰
結
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
表
現
者
の
態
度
が
表
裏
し
な
が
ら
長
く
中
国
文
学

の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
「
表
現

者
の
態
度

I
」
を
結
ぷ
。

中
国
文
学
史
に
お
け
る
表
現
者
の
態
度
の
二
分
類
法
は
、
高
橋
自
身
の
文

学
を
考
え
る
場
合
に
も
非
常
に
有
効
的
確
に
作
用
す
る
よ
う
に
筆
者
に
は

田川

γ
え，
G

。

「
彼
が
書
い
た
小
説
の
す
べ
て
は
「
厳
粛
主
義
」
の
立
場
で
書
か
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
が
書
い
た
中
国
文
学
に
つ
い
て

の
論
文
の
ほ
と
ん
ど
は
「
観
照
的
態
度
」
の
文
学
者
あ
る
い
は
詩
人
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
」
(
『
人
間
と
し
て
』
六
号
)

駒
田
信
二
の
正
鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
る
。
私
の
拙
な
い
経
験
に
よ
っ
て

も
、
創
作
に
は
何
ほ
ど
か
の
精
神
的
機
餓
が
必
須
で
あ
り
、
研
究
に
は
精

神
的
安
定
が
必
須
の
如
く
思
え
る
。
そ
の
二
つ
の
精
神
の
あ
わ
い
を
埋
め

る
た
め
に
灰
か
に
顕
ち
現
わ
れ
る
も
の
が
評
論
で
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は

思
え
る
。
高
橋
の
言
う
よ
う
に
こ
の
三
者
は
、
三
位
一
体
が
理
想
で
は
あ

る
が
、
一
人
に
よ
っ
て
の
才
能
の
兼
備
は
期
し
難
い
。

こ
の
厳
粛
と
観
照
の
表
現
者
と
し
て
の
二
つ
の
姿
勢
の
考
察
は
、
京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
文
学
理
論
研
究
会
の
報
告
レ
ジ
ュ
メ
と
し
て
『
文

学
理
論
』
に
「
中
国
古
典
文
学
理
論
1

i

そ
の
二
つ
の
側
面
」
と
し
て
発

表
さ
れ
て
い
る
。
(
『
全
集
』
第
二
十
巻
所
収
)

そ
こ
で
は
、
前
者
の
方
向
が
「
中
国
に
お
け
る
創
造
理
論
の
ペ
シ
ミ
ズ

ム
の
側
を
代
表
し
、
ま
た
鑑
賞
論
を
過
去
の
憤
り
を
受
け
て
立
つ
「
祖
述
」

型
に
限
り
、
所
謂
創
造
的
批
判
や
理
論
の
観
念
的
体
系
化
の
抑
制
と
し
て

作
用
し
た
」

孔
子
流
の
「
述
而
不
作
」
の
態
度
は
、
創
造
的
批
判
や
理
論
的
体
系
化

を
中
国
の
文
人
学
者
か
ら
減
じ
た
の
だ
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

「
だ
が
こ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
苦
し
す
ぎ
る
」
こ
れ
は
高
橋
の
言
葉

で
あ
る
。
そ
う
つ
ま
り
は
息
が
つ
ま
っ
て
息
苦
し
い
と
言
う
の
だ
。
続
け

て一言守フ。
「
表
現
活
動
は
、
交
友
関
係
を
中
心
と
す
る
人
間
の
平
和
な
意
識
交
流

の
喜
ば
し
き
糧
で
あ
り
、
ま
た
文
化
的
動
物
た
る
人
間
に
当
然
許
さ
れ
て

よ
い
美
意
識
満
足
の
恐
ら
く
は
最
も
幅
広
い
手
段
で
も
あ
る
は
ず
だ
」
と
。

宇
品
作
~「

勿
論
、
中
国
の
古
代
の
知
性
は
既
に
こ
の
事
に
も
気
付
い
て
い
た
」

レ」。
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そ
の
成
果
が
司
馬
相
知
の
美
文
創
作
で
あ
り
、
前
に
挙
げ
た
曹
歪
の
文

学
独
立
宣
言
と
な
り
、
立
言
の
価
値
を
立
功
よ
り
も
上
に
置
こ
う
と
す
る

志
向
さ
え
生
ま
れ
て
き
た
と
。
伝
統
の
価
値
観
に
逆
転
が
生
じ
て
き
た
わ

け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
高
橋
の
表
現
者
の
態
度
と
し
て
の
二
分
類
法

は
、
彼
の
中
国
文
学
観
で
あ
り
、
彼
自
身
の
文
学
活
動
の
核
芯
と
も
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
後
者
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
実
際
に
は
同
時
に
存
在
し
な
が
ら
、
理
論
化
に
は
些
か
遅
れ
を
と
る
、

美
文
愛
好
、
「
虚
静
」
な
る
精
神
の
平
和
こ
そ
が
文
学
の
土
壌
で
あ
る
と

す
る
主
張
、
及
び
文
学
は
他
の
知
何
な
る
活
動
よ
り
も
不
朽
で
あ
り
永
遠

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
、
こ
れ
ら
が
中
国
の
創
造
理
論
に
お
け
る
オ

プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
側
を
代
表
す
る
」

「
こ
の
こ
者
の
交
錯
と
葛
藤
が
、
中
国
古
典
文
学
理
論
の
基
底
で
あ
る
」



あ
の
「
厳
格
(
厳
粛
)
主
義
H
H
発
奮
説
と
教
養
主
義

1
観
賞
的
態
度
」

は
、
こ
こ
で
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
中
国

文
学
史
に
あ
っ
て
創
造
と
批
評
の
理
論
を
形
成
す
る
こ
の
二
者
は
、
単
に

対
立
存
在
と
し
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
お
い
た

方
が
良
い
。
悲
観
と
楽
観
は
個
人
の
精
神
に
併
在
す
る
精
神
要
素
で
も
あ

る
し
、
高
橋
の
文
学
を
考
え
る
時
に
、
こ
の
二
者
の
併
在
を
忘
却
す
る
と
、

彼
の
存
在
そ
の
も
の
を
誤
解
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う
い
う
高
橋
誤
解

が
巷
間
の
高
橋
評
に
多
す
、
ぎ
る
故
に
一
言
し
て
お
き
た
い
。

引
用
文
中
の
括
弧
つ
き
の
「
虚
静
」
の
一
語
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
こ

れ
は
劉
開
が
『
文
心
雄
龍
」
神
思
篇
に
文
章
創
作
理
論
の
鍵
語
と
し
て
使

用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
興
味
あ
る
方
は
、
本
書
に
就
い
て
実
見
さ
れ

た
い
。
筆
者
も
こ
の
一
語
の
考
察
の
た
め
に
拙
論
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
こ
こ
は
そ
れ
を
詳
し
く
説
述
す
る
場
で
は
な
い
の
で
控
え
る
。

「
表
現
者
の
態
度

E
」
l
l職
業
と
し
て
の
文
学
の
誕
生
l

lに
筆
を

進
め
よ
う
。

文
学
が
職
業
化
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
荷
う
者
に
と
っ
て
生
き
方
の
姿

勢
の
撰
択
が
迫
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
生
き
る
た
め
に
は
食

わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
食
う
た
め
に
は
食
の
手
段
を
白
か
ら
手
に
入
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
段
が
自
己
の
思
弁
の
世
界
と
阻
僻
す
る
時
、
矛
盾

の
中
で
苦
悶
す
る
。
職
業
化
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
最
初
の
、
そ
し
て
典
型
的
な

職
業
的
宮
廷
文
人
は
、
西
暦
紀
元
前
三
世
紀
の
こ
ろ
、
戦
国
七
雄
の
一
、

楚
の
国
の
玉
、
裏
王
に
仕
え
た
宋
玉

(
B
C
二
九
O
?
|
二
二
二
?
)
で
あ

る」
そ
の
社
会
的
身
分
が
食
客
に
近
く
、
但
優
保
儒
に
等
し
か
っ
た
古
代
の

職
業
的
文
人
は
、
文
学
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
は
人
々
の
道
徳
的
尊
敬
を
享

け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
立
徳
、
立
功
、
立
言
の
立
言
に
さ
え
値
し

な
か
っ
た
の
が
、
当
時
の
文
学
の
位
置
で
あ
り
文
学
者
の
社
会
的
地
位
で

あ
っ
た
。
極
論
す
れ
ば
、
奉
仕
す
る
対
象
者
へ
の
迎
合
娼
態
こ
そ
が
彼
の

生
存
を
持
続
さ
せ
う
る
と
る
べ
き
姿
勢
で
あ
っ
た
。

高
橋
の
言
葉
を
借
用
す
れ
ば
「
〈
思
わ
れ
〉
に
従
属
す
る
い
じ
よ
う
、

そ
こ
に
う
ま
れ
て
く
る
の
は
〈
思
う
〉
側
つ
ま
り
庇
護
者
の
生
活
の
全
的

肯
定
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
〈
思
わ
れ
〉
に
奉
仕
す
る
以
上
は
、
〈
思
わ
れ
〉
に
服
従
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
「
相
手
の
好
み
を
己
の
好
み
の
ご
と
く
」
み
せ
か

け
た
に
す
ぎ
ぬ
に
せ
よ
」
で
あ
る
。

し
か
し
い
か
な
る
表
現
も
己
が
志
の
表
明
で
あ
る
以
上
、
己
自
身
を
完

全
に
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

文
学
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
否
、
文
学
こ
そ
そ
の
例
外
で
は
な
い

最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
社
会
の
一
般
的
価
値
意
識
か
ら
の
断
絶
は
、
文
人
に
相
当
な
自
由
の

あ
る
と
き
は
、
あ
ら
た
な
価
値
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

彼
が
権
威
従
属
的
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
稔
な
き
内
心
の
孤
独
と
焦

燥
の
根
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
尊
敬
さ
れ
ざ
る
自
己
の
低
い
地
位
、
真
に

理
解
さ
れ
ぬ
内
心
の
苛
立
ち
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
彼
に
は
、
自
己
の
庇

護
者
が
そ
も
そ
も
馬
鹿
な
の
だ
と
だ
け
は
絶
対
に
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
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そ
う
い
う
時
、
宋
玉
の
と
り
う
る
態
度
は
い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
か
。

そ
れ
は
「
理
解
さ
れ
ぬ
状
態
こ
そ
、
自
己
の
超
越
的
卓
越
の
左
証
で
あ
る

と
逆
説
的
に
主
張
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」

し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
あ
る
種
の
宗
教
や
魯
迅
の
描
く
阿

Q
の
思
考
転

倒
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
い
く
ら
そ
の
観
念
世
界
の
逆
転
を
企
図
し
よ

う
と
も
実
際
の
現
実
が
微
動
だ
に
し
な
い
こ
と
は
私
た
ち
が
既
に
識
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
学
は
常
に
そ
う
い
う
危
な
い
毘
と
共
に
あ
る
と
い

う
認
識
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
曲
高
け
れ
ば
和
す
る
者
寡
し
」
と
は
言
い
え
て
も
「
和
す
る
者
寡
き

ゆ
え
に
、
そ
の
曲
高
し
」
と
は
言
い
え
な
い
こ
と
、
高
橋
の
説
く
加
く
で

忠
則
ヲ
②
。

と
は
言
う
も
の
の
、
つ
ま
る
所
、
宋
玉
が
辿
り
つ
い
た
自
得
の
境
地
は

「
ジ
キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏
の
よ
う
に
、
一
つ
の
精
神
内
に
共
存
し
た
、

宮
廷
文
人
の
、
直
接
的
享
受
者
へ
の
娼
態
と
、
一
般
的
享
受
者
へ
の
侮
蔑

だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
」

自
己
の
生
存
の
運
命
に
関
わ
る
者
へ
の
娼
態
と
そ
う
で
な
い
者
へ
の
侮

蔑
と
は
、
異
質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
卑
屈
な
精
神
の
表
裏
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

高
橋
は
筆
者
の
よ
う
に
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
、
宋
玉
へ
同
情
の
ま
な

ざ
し
を
残
し
て
い
る
。

「
し
か
し
、
職
業
的
文
人
の
文
学
に
は
ら
ま
れ
る
諸
矛
盾
の
解
決
を
、

ま
だ
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
、
い
わ
ば
最
初
の
職
業
的
文
人
で
あ
る
宋
玉

に
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
」

「
こ
こ
に
提
出
さ
れ
た
大
問
題
は
ま
た
、
宋
玉
ひ
と
り
の
課
題
だ
っ
た

の
で
は
な
い
。
表
現
者
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
現
実
の
距
離
、
現
実
に
奉
仕

す
る
か
、
自
己
に
固
執
す
る
か
、
高
み
に
お
い
て
表
現
者
は
偉
大
で
あ
り

う
る
の
か
、
広
ま
り
に
・
お
い
て
な
の
か
、
等
々
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
地
域

と
時
代
を
越
え
て
す
べ
て
の
表
現
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
」

孤
高
の
自
得
は
多
く
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い
。
反
対
に
ま
た
衆
人
の
認

知
は
、
俗
物
の
別
称
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
高
橋
の
い
う
と
お
り
「
職

業
的
文
人
の
文
学
に
は
ら
ま
れ
る
諸
矛
・
盾
の
解
決
を
、
ま
だ
は
じ
ま
っ
た

ば
か
り
の
宋
玉
に
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
」
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
は
今

に
な
お
そ
の
矛
盾
を
表
現
者
は
ひ
き
ず
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

表
現
者
に
と
っ
て
、
現
代
が
宋
玉
の
時
代
に
比
べ
生
き
安
く
な
っ
た
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
何
よ
り
も
表
現
者
個
々
の
内
面
の
葛
藤
に
お

い
て
、
人
類
の
精
神
史
が
古
代
よ
り
著
し
く
進
展
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
だ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
大
問
題
な
の
で
あ
る
。

人
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
。
表
現
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
。
生

き
る
そ
の
た
め
に
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
現
実
と
の
魁
酷
矛
盾
、
そ
こ
か

ら
生
ピ
る
葛
藤
。
現
実
へ
の
奉
仕
か
自
己
へ
の
固
執
か
。
撰
択
は
常
に
自

己
の
生
存
を
お
び
や
か
す
。
ま
た
表
現
し
た
作
品
に
よ
っ
て
表
現
者
へ
ふ

り
か
か
っ
て
く
る
責
任
。
「
そ
れ
は
む
し
ろ
地
域
と
時
代
を
越
え
て
す
べ

て
の
表
現
者
に
諜
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
」

そ
れ
で
は
、
高
橋
は
、
表
現
す
る
主
体
で
あ
る
表
現
者
に
一
体
何
を
望

ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
の
解
答
が
「
文
学
の
責
任
」
(
『
全
集
」
第
十
四
巻
所
収
)
の
中
に
あ

る
。
こ
の
文
章
は
彼
が
二
十
六
歳
の
時
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
は
彼
が
〈
文
学
〉
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
夢
と
そ
れ
が
持
た
ね
ば
な
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ら
ぬ
責
任
が
綿
密
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
一
度
で
も
文
学
の
存
在
の
意
味

や
文
学
す
る
と
い
う
価
値
に
就
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
者
な
ら
、
こ
の

真
撃
で
重
厚
な
文
学
の
責
任
論
に
襟
を
正
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

・
「
ノ
。

四

「
わ
れ
わ
れ
は
誰
で
も
、
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
万
人
に
対
し
て

罪
が
あ
る
」
と
は
「
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
の
ゾ
シ
マ
長
老
の
よ
く
知
ら

れ
た
一
句
だ
が
、
そ
こ
ま
で
我
々
は
責
任
を
負
い
か
ね
な
い
と
、
誰
も
が

思
う
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
「
原
罪
」
と
は
別
に
、
高
橋
は
日
本
に

お
け
る
「
知
識
人
の
原
罪
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
は
一
般
民
衆
に

対
す
る
知
識
人
の
罪
を
指
し
て
い
る
。
「
憂
欝
な
る
党
派
」
(
「
全
集
」
第

五
巻
所
収
)
で
、
学
生
時
代
(
青
春
時
代
)
に
抱
い
て
い
た
社
会
変
革
の
夢

も
潰
え
、
以
前
の
仲
間
た
ち
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
現
実
の
社
会
の
中
で
傷

つ
き
挫
折
し
破
滅
し
て
い
く
中
に
、
一
人
だ
け
ア
メ
リ
カ
留
学
に
飛
び
立

つ
青
戸
と
い
う
人
物
が
い
る
。

「
い
ま
、
こ
の
現
在
の
心
の
痛
み
で
は
な
く
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
彼

は
自
己
確
立
、
自
己
完
成
の
た
め
に
、
多
く
の
人
の
愛
情
を
裏
切
り
、
多

く
の
助
け
を
求
め
る
人
人
を
見
殺
し
に
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
い

や
、
そ
れ
は
具
体
的
な
罪
悪
感
と
い
う
よ
り
、
人
を
追
い
抜
き
追
い
落
さ

ね
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
知
識
人
の
〈
原
罪
〉
と
で
も
言
う
べ
き
抽
象
的
な

痛
み
だ
っ
た
」

「
そ
う
、
神
な
き
こ
の
風
土
で
の
原
罪
の
人
と
は
、
門
地
も
富
の
支
え

も
な
く
、
ひ
た
す
ら
知
識
の
み
に
よ
っ
て
自
己
の
運
命
を
開
拓
せ
ね
ば
な

ら
な
い
知
識
人
の
こ
と
な
の
だ
」

こ
れ
は
・
お
そ
ら
く
は
、
高
橋
の
心
の
奥
底
に
常
に
ひ
っ
か
か
っ
て
離
れ

な
い
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
思
考

の
方
法
を
取
り
う
る
知
識
人
を
昭
和
の
戦
争
以
前
に
ど
れ
ほ
ど
も
持
ち
え

な
か
っ
た
の
は
、
〈
日
本
〉
の
不
幸
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
民

衆
の
不
幸
で
は
あ
っ
た
。

戦
後
は
ど
う
か
、
高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
知
識
人
は
水

増
し
さ
れ
た
が
、
そ
の
分
だ
け
民
衆
と
の
距
離
も
近
く
な
り
、
そ
の
境
界

は
う
す
れ
て
き
た
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
い
か
な
る
時
代
に
な
ろ

う
と
も
、
こ
の
社
会
が
競
争
原
理
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
以
上
、
あ
る
者

の
浮
上
は
あ
る
者
の
沈
下
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
時

浮
上
し
た
者
が
沈
下
し
た
者
を
ど
こ
ま
で
思
い
や
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

〈
平
等
〉
な
ど
と
い
う
語
が
内
に
確
と
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
真
の
意
味
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

ゾ
シ
マ
長
老
の
言
う
〈
万
人
へ
の
罪
〉
と
日
本
の
〈
知
識
人
の
原
罪
〉

に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
は
、
そ
う
い
う
視
点
を
持
ち
え
て
い
な
い
と
「
文
学

の
責
任
」
で
高
橋
が
一
体
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
が
充
全
に
は
読
み
解
き

え
な
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
。

責
任
や
義
務
と
い
う
も
の
が
、
す
ぐ
に
自
由
や
権
利
と
の
相
即
相
関
に

・
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
低
級
な
法
解
釈
に
す
ぎ
な
い
が
、
私
た
ち
は

責
任
を
逃
れ
た
時
、
そ
の
底
の
方
に
淡
く
は
あ
っ
て
も
根
底
確
か
な
罪
の

意
識
を
持
つ
。

果
し
て
文
学
に
責
任
な
ど
あ
る
の
か
っ
作
家
や
研
究
者
の
発
表
す
る
作

品
や
批
評
や
論
文
に
対
し
て
そ
の
発
表
者
は
い
か
な
る
責
任
が
あ
る
の
か
っ
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誰
も
が
一
度
は
そ
の
出
発
点
に
・
お
い
て
問
う
て
わ
か
ね
ば
な
ら
な
い
問

題
を
高
橋
も
ま
た
若
き
日
に
問
う
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
表
現
者
が

そ
の
出
発
の
頃
、
一
度
な
ら
ず
自
問
し
た
こ
の
聞
い
を
〈
生
活
化
〉
の
過

程
で
つ
い
忘
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

「
が
ん
ら
い
文
学
は
、
現
実
と
非
現
実
と
の
境
界
に
た
だ
よ
う
一
種
の

う
す
明
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
注
意
し
な
い
者
に
は
解
り
も
せ
ず
見

え
も
し
な
い
の
で
あ
る
」

「
う
す
明
り
の
第
一
性
格
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
非
強
調
性
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
学
の
寛
容
、
い
い
か
え
れ
ば
、
読
者
の
絶
対
的

な
選
択
の
自
由
と
い
う
関
所
を
く
ぐ
る
文
学
に
も
、
(
そ
し
て
そ
の
他
の
言

語
活
動
に
も
)
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
一
つ
の
責
任
が
あ
る
。
非

強
調
性
は
、
無
責
任
と
は
か
き
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

主
張
の
膿
鵬
は
、
責
任
の
模
糊
に
直
結
し
な
い
と
。

常
に
力
説
者
の
み
が
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
主
張
は
明
析
で
あ
り
な
が
ら
、
責
任
所
在
の
不
確
定

な
現
代
の
文
章
一
般
の
表
現
者
も
そ
の
責
め
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。「

虚
の
事
実
を
お
も
し
ろ
・
お
か
し
く
表
現
す
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
以
上
を

望
ま
な
い
な
ら
、
彼
は
作
家
で
は
な
い
。
そ
し
て
文
学
者
は
絶
対
に
受
身

で
あ
り
え
な
い
文
学
の
基
本
的
性
質
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
精
神
の
危
険
物
を

あ
つ
か
う
職
務
ゆ
え
に
、
全
面
的
に
己
れ
の
発
言
に
責
任
を
負
う
必
要
が

あ
る
」何

と
時
代
が
か
っ
た
古
風
な
文
学
理
解
だ
こ
と
よ
、
と
笑
い
飛
ば
す
こ

と
は
た
や
す
い
、
が
現
在
の
風
潮
が
軽
や
か
に
、
こ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
皆
が
皆
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
、
こ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

古
風
つ
い
で
に
も
う
一
つ
長
い
引
用
文
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
研
究
者
、

科
学
者
、
作
家
が
何
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
責
任
が
あ
る
の
か
と
い
う
高

橋
の
考
え
方
は
、
今
に
お
い
て
な
お
そ
れ
ほ
ど
旧
び
て
し
ま
っ
た
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
自
分
自
身
の
怠
惰
な
現
今
へ
の
自
戒
を
も
こ
め

な
が
ら
。

「
象
牙
の
塔
に
社
会
的
責
任
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
国
民
の
税
金
で
運

営
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
私
立
の
大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
研
究
室
で

原
稿
用
紙
に
む
か
っ
て
い
る
人
間
も
、
じ
つ
は
超
然
た
る
天
使
た
り
え
な

い
。
こ
れ
は
初
歩
的
な
こ
と
だ
が
、
教
育
や
研
究
の
外
見
上
の
非
政
治
性
、

も
っ
と
も
し
ば
し
ば
学
問
の
自
由
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
大
衆
の
欲
求

体
系
の
抽
象
と
し
て
、
か
つ
民
主
主
義
社
会
で
は
大
衆
の
承
認
に
よ
っ
て
、

強
制
力
を
付
与
さ
れ
て
い
る
国
家
権
力
を
、
政
府
が
暗
黒
裡
に
、
と
き
に

は
露
骨
に
不
当
行
使
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
警
察
や
国
鉄
と
は
ち
が
っ
て
、

研
究
団
体
は
そ
の
辞
令
を
吟
味
す
る
自
由
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
国

家
の
強
制
的
権
力
が
、
近
代
国
家
の
目
的
で
あ
る
個
人
の
安
全
保
障
の
枠

を
こ
え
た
り
、
予
算
を
流
用
し
た
り
し
た
場
合
、
新
聞
そ
の
他
の
言
論
の

機
関
は
、
そ
れ
を
論
難
し
批
判
す
る
自
由
が
原
則
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
が

資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
言
論
の
自
由
で
あ
る
。
研
究
機
関
や
学
校
に
予

算
が
配
分
さ
れ
る
の
は
、
国
家
、
つ
ま
り
大
衆
の
目
的
に
そ
の
研
究
成
果

が
直
接
間
接
に
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
文
部
官
僚
や
予
算
割
当
に
責

任
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
研
究
の
目
的
性
に
責
任
が
あ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
時
代
の
、
一
般
研
究
活
動
の
責
任
で
あ
る
。
も
し
、

国
家
の
予
算
に
た
い
し
て
の
義
務
が
、
研
究
者
の
全
義
務
な
ら
ば
、
作
家

内
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の
義
務
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
忠
誠
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
研
究

は
大
衆
の
目
的
に
、
科
学
は
人
類
に
た
い
し
て
、
作
家
は
読
者
に
た
い
し

て
責
任
が
あ
る
」
と
。

産
学
共
同
の
陥
り
安
い
危
険
な
畏
を
嘆
覚
鋭
く
指
摘
し
た
の
は
、
も
う

か
れ
こ
れ
二

O
年
足
ら
ず
前
の
若
者
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
現
A
7
の
産
官
学

の
う
る
わ
し
き
紐
帯
へ
の
警
告
と
も
と
れ
る
高
橋
の
こ
の
文
章
は
現
在
に

あ
っ
て
も
吟
味
さ
れ
る
に
十
分
値
す
る
。

三
者
連
係
の
研
究
成
果
が
大
衆
(
民
)
の
目
的
に
直
接
関
接
に
必
要
で

あ
る
と
い
う
大
前
提
を
忘
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
。

と
も
あ
れ
、
戦
後
ま
も
な
い
一
九
五

0
年
代
に
、
自
分
の
進
み
行
く
べ

き
知
の
世
界
を
こ
れ
だ
け
の
広
い
視
野
か
ら
見
据
え
て
い
た
こ
六
歳
の
青

年
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
し
て
・
お
い
て
良
い
。

「
人
聞
は
、
自
分
の
知
り
え
ぬ
事
柄
に
た
い
し
て
、
原
則
的
に
責
任
を

と
る
必
要
は
な
い
。
火
星
の
上
で
、
も
し
、
生
物
聞
の
殺
裁
が
お
こ
な
わ

れ
つ
つ
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
私
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か

し
、
知
っ
た
こ
と
に
た
い
す
る
無
責
任
は
、
悪
で
す
ら
な
く
、
ほ
か
で
も

な
い
人
間
の
物
化
を
意
味
す
る
」

高
橋
は
こ
の
文
章
を
発
表
し
て
丁
度
十
年
後
、
一
九
六
七
年
、
三
六
歳

の
時
、
母
校
の
京
都
大
学
の
教
壇
に
立
つ
。
そ
の
後
ま
も
な
く
全
国
的
規

模
の
大
学
改
革
運
動
が
始
ま
り
、
高
橋
も
学
生
か
ら
表
現
者
と
し
て
の
責

任
を
問
わ
れ
た
。
彼
は
そ
の
問
い
に
物
化
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
結
末
と

し
て
「
わ
が
解
体
」
を
書
い
て
の
ち
早
逝
す
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ま
た
後
に
詳
し
く
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

終
り
に
「
文
学
研
究
の
諸
問
題

I
、

E
、
田
」
に
つ
い
て
彼
の
文
学
研

究
に
対
す
る
考
え
方
を
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。

三
つ
の
文
章
は
、
彼
が
当
時
所
属
し
て
い
た
立
命
館
大
学
の
文
学
部
の

紀
要
『
立
命
館
文
学
」
の
学
界
展
望
を
記
し
て
い
た
〈
思
想
の
動
向
〉
欄

に
、
一
九
五
九
、
六

O
、
六
一
年
と
連
年
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
主
に
当
時
の
中
国
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
の
方
法
論
へ
の
考

察
で
あ
り
、
高
橋
自
身
の
研
究
方
法
が
期
せ
ず
し
て
開
陳
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
文
は
長
文
で
は
な
い
が
、
筆
者
も
学
生
時
代
に
こ
の
文
を
読
ん

で
、
そ
の
視
点
の
的
確
さ
に
あ
る
種
の
感
銘
を
受
け
、
自
分
が
中
国
文
学

研
究
を
こ
れ
か
ら
も
し
や
っ
て
い
く
な
ら
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
ち
つ
つ

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
印
象
に
残
る
文
章
で
あ
る
。

そ
れ
ら
三
文
が
、
当
時
、
中
国
文
学
研
究
の
入
口
に
い
て
右
往
左
往
し

て
い
た
筆
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
も
、
こ
こ
で
述
べ
る
の
が

順
序
で
あ
ろ
う
が
、

A
7
そ
の
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
後
論
に
譲
る
こ
と
に
し

た
い
。筆

者
の
狭
い
見
識
に
よ
っ
て
現
今
の
日
本
の
文
学
や
思
想
の
潮
流
を
か

い
ま
見
て
も
、
時
代
は
軽
く
と
る
よ
う
に
流
れ
て
い
る
が
知
く
映
る
。
作

家
の
村
上
龍
や
島
田
雅
彦
ら
や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に
据
る
若
き
学
徒
の
浅

田
彰
や
中
沢
新
一
ら
の
文
章
を
読
み
流
し
た
だ
け
で
も
そ
れ
を
感
じ
る
。

戦
後
か
ら
一
九
七

O
年
前
後
ま
で
問
わ
れ
て
い
た
さ
ま
ん
¥
の
重
い
問

い
は
、
一
体
ど
こ
で
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
?
高
橋
和
巳

が
自
己
を
賭
け
て
問
う
た
問
い
に
は
、
も
う
容
は
不
必
要
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
?
筆
者
に
は
そ
れ
に
答
え
る
力
量
は
無
い
が
、
高
橋
を
少
し
ず
つ

こ
れ
か
ら
追
い
続
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
答
は
き
っ
と
そ
の
聞
い
の
中
に

あ

る

だ

ろ

う

か

ら

。

(

未

完

)

〈

一

九

八

八

・

一

・

七

〉
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