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（二）

て
こ
れ
が
例
の
「
枇
林
枇
孔
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
封
建
制
の
な
い
と
こ
ろ
に
無
理
に
認
め
よ
う

と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
非
常
な
混
乱
が
起
こ
る
わ
け
で

す。
学
問
的
な
意
味
で
封
建
制
度
は
、
知
行
制
度
と
主
従

制
度
の
二
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

近
代
以
前
の
社
会
は
ど
こ
て
も
身
分
制
の
社
会
で
す
か

ら
、
上
下
の
区
別
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
す
が
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
封
建
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
人
と
郎

党
、
領
主
と
家
人
と
い
う
個
人
的
な
関
係
が
重
要
な
要

素
と
な
り
、
こ
の
主
従
関
係
に
土
地
が
結
び
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
知
行
制
に
よ
る
つ
な
が
り
、
つ
ま
り
家
来
は

主
人
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
い
、
そ
の
代
償
と
し
て
主
人

は
家
来
に
土
地
を
与
え
る
。
与
え
ら
れ
た
土
地
は
家
来

が
自
分
で
裁
量
し
、
主
人
は
そ
の
内
部
に
は
口
を
出
さ

な
い
。
し
か
し
い
ざ
と
い
う
時
に
は
、
家
来
は
主
人
の

為
に
力
を
つ
く
す
と
い
う
関
係
が
成
立
し
、
こ
れ
か
封

建
制
度
の
根
本
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
制
度
か
発

達
し
た
の
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
ま
す
。

歴
史
上
、
日
本
で
こ
う
い
う
封
建
制
が
生
ま
れ
た
の

は
い
つ
か
と
い
い
ま
す
と
、
源
義
家
が
後
＝

l

一
年
の
役
で

清
原
家
衡
ら
と
戦
争
を
し
た
の
で
す
が
、
朝
廷
が
こ
れ

は
私
闘
で
あ
る
と
し
て
恩
賞
を
与
え
な
か
っ
た
た
め
‘

, ¥ 
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日
本
文
化
と
西
洋
文
化
の
共
通
性

「
日
本
文
化
と
西
洋
文
化
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ

れ
を
論
す
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す

C

そ

こ
で
、
今
日
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
の
最
も
常
識
的
な
、
そ
し
て
学
問
的
に
も
十
分
承
認

さ
れ
得
る
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
基
礎
的
な
こ
と
に

つ
い
て
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
下
三
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
致
し
ま
す
。
ま

す
最
初
は
日
本
文
化
と
西
洋
文
化
の
共
通
性
、
次
に
両

者
の
相
違
、
最
後
に
本
日
は
地
方
文
化
、
地
域
文
化
に

つ
い
て
の
研
究
協
読
の
会
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
関
係
し

た
こ
と
、
こ
の
三
つ
で
あ
り
ま
す
。

ー
ロ
ッ
パ
、
そ
の
延
長
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
日
本
と
西
洋
と
の
間
に
「
東
洋
」
が
あ

り
、
広
い
意
味
で
言
い
ま
す
と
、
日
本
文
化
と
い
う
の

は
東
洋
文
化
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
世
界
史
上
の
顕
著
な
現
象
で
あ

り
、
あ
る
意
味
で
は
不
思
議
な
こ
と
と
い
っ
て
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
日
本
の
歴
史
の
発
展
、
あ
る

い
は
そ
の
社
会
制
度
の
歴
史
的
発
展
と
い
う
こ
と
か
ら

申
し
ま
す
と
、
日
本
の
歴
史
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の

閻
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
り
、
そ
の
間
の
ア
ジ
ア
の

そ
れ
と
は
非
常
な
相
違
か
あ
り
ま
す
。
今
日
、
世
界
で

は
西
洋
と
日
本
が
い
わ
ゆ
る
「
先
進
工
業
国
」
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
の
地
域
は
「
発
展
途
上
国
」
あ
る
い
は

「
第
三
世
界
」
と
い
わ
れ
る
国
々
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
日
本
が
先
進
工
業
国
で
あ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
明
治
以
降
の
西
洋
文
明
を
と
り
入
れ
た
近
代
化
の

封
建
制
の
始
ま
り
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
も
似
て
い
て
、
カ
ー
ル
大
帝
が
出
る
前
の
フ
ラ
ン
ク

王
国
の
は
じ
め
の
王
朝
で
あ
る
メ
ロ
ビ
ン
グ
王
朝
の
下

で
、
い
わ
ば
家
老
の
よ
う
な
家
柄
で
あ
っ
た
カ
ロ
リ
ン

グ
家
が
だ
ん
だ
ん
有
力
に
な
り
、
メ
ロ
ピ
ン
グ
家
に
代

わ
っ
て
王
朝
を
つ
く
り
ま
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
に
な

っ
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
か
サ
ラ
セ
ン
が
ス
ペ

ィ
ン
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
攻
め
込
ん
で
来
た
時
に
、
ト
ゥ

ー
ル
。
ポ
ワ
テ
エ
間
の
戦
い
で
こ
れ
を
打
ち
破
り
、
自

分
の
持
っ
て
い
た
土
地
を
家
来
に
与
え
て
主
従
関
係
を

作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
西
洋
の
封
建
制

度
の
始
ま
り
だ
と
い
う
い
い
方
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
社
会
制
度
で
す
か
ら
一
回
の
事
件
で
そ
う
い
う
も
の

が
突
如
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
は

封
建
制
度
は
時
代
の
過
程
の
間
に
だ
ん
だ
ん
で
き
た
も

の
で
す
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
社
会
制
度
成
立
の
顕
著

な
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
、

し
か
も
そ
れ
が
西
洋
と
日
本
で
共
通
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
隣
の
中
国
な
ど
で
は
、
こ
う
い
う

封
建
制
度
は
生
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
は
そ
れ
と
異

な
る
社
会
制
度
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
東
洋

的
専
制
主
義
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

中
央
に
強
大
な
権
力
を
持
つ
君
主
が
い
て
、
そ
れ
が
知

事
の
よ
う
な
も
の
を
全
国
に
派
遣
し
て
国
を
治
め
る
と

い
う
集
権
的
な
大
帝
国
で
あ
り
ま
す
。

l

方
、
封
建
社

日
本
文
化
と
西
洋
文
化
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太

郎

（
国
際
交
流
基
金
理
事
長
）

成
功
の
結
果
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
歴
史
を
見
て
み

ま
す
と
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
か
な
り
古
い
時
代

か
ら
共
通
性
が
あ
り
、
中
国
と
か
イ
ン
ド
と
か
、
更
に

そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
顕
著
な
相
違
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
点
か
一
番
は
っ
き
り
し
た
相
違
点
か
を
一
口
で

申
し
ま
す
と
、
蜃
史
の
発
展
の
上
で
、
封
建
制
度
の
段

階
を
経
過
し
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。日

本
で
は
、
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
史
観
の

影
響
か
強
く
、
原
始
共
産
制
が
一
番
初
め
に
あ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
奴
隷
制
、
封
建
制
、
資
本
主
義
へ
と
進
ん
て

い
く
と
い
っ
た
よ
う
な
公
式
が
、
か
な
り
流
布
し
ま
し

た
。
最
近
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
も
退
潮
し
ま
し
た

け
礼
ど
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
も
の

で
す
か
ら
、
封
建
制
は
世
界
中
ど
こ
に
で
も
あ
る
制
度
、

あ
る
い
は
人
類
が
経
過
す
る
必
然
的
な
段
階
と
考
え
る

人
が
あ
り
ま
す
が
、
学
問
的
な
意
味
で
は
、
そ
う
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
中
国
に
は
封
建
制
度
は
な

い
の
で
す
。
日
本
の
マ
几
ク
ス
主
義
者
は
戦
前
か
ら
中

国
の
歴
史
に
つ
い
て
い
つ
ま
で
が
奴
棘
制
で
い
つ
ま
で

が
封
建
制
か
と
い
う
こ
と
を
ず
い
分
議
論
し
て
い
ま
し

た
。
戦
後
中
国
が
共
産
国
に
な
る
と
、
こ
こ
で
は
も
ち

ろ
ん
マ
ル
ク
ス
主
義
が
国
定
学
説
で
す
か
ら
同
じ
よ
う

な
識
輪
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
両
者
の
内

容
は
大
へ
ん
ち
が
う
の
で
す

C

日
本
で
は
、
中
国
の
奴

隷
制
を
陪
眉
時
代
ま
で
認
め
て
い
た
の
に
、
中
国
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
地
方
に
有
力
な
領
主
が
お
り
、
そ
れ

が
自
分
の
領
国
を
支
配
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
領
国

の
中
で
も
領
主
が
全
部
直
接
統
治
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
家
来
に
そ
れ
ぞ
れ
土
地
を
与
え
て
そ
の
土
地
内

の
こ
と
は
そ
の
家
来
に
ま
か
せ
て
い
く
わ
け
で
す
。
た

だ
し
、
戦
争
の
あ
る
時
は
臣
下
は
領
主
と
一
緒
に
な
っ

て
戦
う
、
そ
れ
が
封
建
制
度
で
あ
り
ま
す
。

東
洋
的
専
制
政
治
と
い
う
の
は
中
国
や
イ
ン
ド
だ
け

で
な
く
、
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
と
か
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
ペ

ル
シ
ア
な
ど
に
成
立
し
、
そ
れ
が
偉
大
な
文
明
を
生
み

ま
し
た
が
、
そ
の
後
同
じ
よ
う
な
国
家
体
制
が
ず
っ
と

続
い
た
た
め
に
杜
会
か
停
滞
し
て
し
ま
い
、
自
ら
近
代

と
い
う
も
の
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め

に
そ
れ
ら
の
国
は
結
局
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
な
い
し

は
半
植
民
地
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

日
本
に
お
い
て
は
こ
う
い
う
専
制
的
帝
国
は
成
立
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
飛
鳥
、
奈
良
か
ら
、
平
安
朝
に
至
る

日
本
国
家
は
、
中
国
の
隋
、
唐
を
模
し
た
国
家
で
し
た

か
、
聖
徳
太
子
以
来
、
中
国
の
制
度
を
採
り
入
れ
な
が

ら
自
主
的
な
採
り
入
れ
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
奈
良
と

か
京
都
と
か
に
中
央
集
権
的
な
都
を
お
い
て
東
洋
的
専

制
主
義
の
よ
う
な
形
を
と
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
は
豪
族
の
勢
力
が
存
在

し
て
中
国
の
よ
う
な
国
家
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

ら
の
地
方
勢
力
が
や
が
て
武
士
勢
力
と
し
て
拾
頭
し
、

~— 4 ---



（四）

代
は
あ
く
ま
で
封
建
制
の
再
編
成
の
時
代
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
や
が
て
封
建
制
が
生
ま
れ
ま
す
。
封
建

制
と
い
う
の
は
地
方
分
権
の
時
代
で
す
。
強
力
な
中
央

か
ら
権
力
に
よ
っ
て
全
国
が
支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
封
建
制
度
に
お
け
る
支
配
関

係
は
東
洋
的
専
制
政
治
に
お
け
る
支
配
者
と
被
支
配
者

の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
も
の
で
な
く
、
量
的
に
い
っ

て
も
そ
ん
な
に
強
大
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
人
間

的
な
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
封
建
制
度
は
地

方
分
権
で
す
か
ら
お
互
い
の
間
に
競
争
が
あ
り
、
こ
れ

が
室
町
時
代
に
な
る
と
、
各
地
に
大
名
が
割
拠
し
て
戦

国
時
代
に
な
り
ま
す
、
そ
し
て
そ
れ
が
や
が
て
織
田
信

長
の
統
一
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
う
地
方
分
権
と
お
互
い
の
競
争
と
い
う
社
会

で
は
、
領
主
の
領
地
の
間
隙
を
縫
っ
て
商
工
業
者
の
集

団
と
し
て
都
市
が
勃
興
し
て
来
ま
す
。
こ
の
点
が
日
本

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
が
非
常
に
共
通
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
和
辻
哲
郎
氏
の
「
鎖
国
」
と
い
う
本

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
室
町
時
代
か
ら
織
田
・
豊

臣
の
時
代
、
つ
ま
り
文
化
的
に
言
え
ば
安
土
・
桃
山
時

代
の
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
通
性
が
よ
く
調
べ
て
書

か
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
よ
う
に
国
の
名
前
が
変
わ
っ

て
も
同
じ
よ
う
な
体
制
の
国
が
続
い
た
と
こ
ろ
と
は
日

本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
違
つ
わ
け
で
す
。

烹
文
化
面
で
申
t
ま
す
と
扉
か
に
奈
良
時
代
に
は
奈
良

徳
川
時
代
に
お
い
て
中
央
の
権
力
は
非
常
に
強
大
で
、

各
地
の
大
名
に
目
を
光
ら
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
統
治

機
構
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
に
任
せ
て
直
接

幕
府
が
支
配
を
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
は
一
種

の
独
立
国
と
い
う
形
で
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は

ち
ょ
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絶
対
主
義
国
家
と
違
う
と
こ

ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
か
つ
て
は
徳
川
時
代
の
封
建
制
の

再
編
成
の
面
だ
け
を
非
常
に
強
調
す
る
見
方
が
強
か
っ

た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
幕
藩
体
制
と
い
う
．
の
は
そ

う
い
う
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
江
戸
幕
府
は
全
日
本
の
支
配
者
で

あ
り
、
そ
の
下
で
と
‘
―
つ
の
日
本
の
国
民
文
化
と
い

う
も
の
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

国
家
制
度
は
地
方
分
権
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

徳
川
幕
府
が
生
み
だ
し
た
参
勤
交
代
制
、
こ
れ
は
世
界

に
独
特
な
制
度
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
名
は
江
戸

と
領
国
を
往
復
し
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
に
は
大
名
の
屋

敷
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
国
の
エ
リ
ー
ト

の
よ
う
な
人
間
は
殿
様
に
従
っ
て
江
戸
に
や
っ
て
き
て
、

江
戸
に
滞
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す
。
封

建
的
割
拠
性
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
の
エ

リ
ー
ト
た
ち
は
江
戸
に
お
い
て
つ
き
合
い
ま
す
か
ら
、

（三）

時
代
の
、
平
安
時
代
に
は
平
安
時
代
の
文
化
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
前
の
時
代
の
も
の
を
受
け
継
い
で
は
お

り
ま
す
が
、
し
か
し
前
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
新
し
い

も
の
が
で
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
鎌
倉
時
代
に
な
り

ま
す
と
、
武
士
と
い
う
も
の
が
中
心
に
な
り
、
そ
れ
ま

で
と
異
な
る
文
化
が
出
て
き
ま
す
。
特
に
日
本
の
場
合
、

宗
教
の
上
で
鎌
倉
仏
教
と
い
う
新
し
い
宗
教
が
で
て
き

て
平
安
仏
教
と
対
抗
し
ま
す
。
そ
し
て
安
土
・
桃
山
時

代
に
は
絢
爛
た
る
文
化
が
開
け
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
ロ
ー
マ
を
最
後
と
す
る
古
代

文
明
が
没
落
し
、
そ
の
後
に
封
建
制
度
の
時
代
が
来
て
、

そ
の
封
建
制
度
の
終
わ
り
頃
に
は
、
た
と
え
ば
，
ギ
リ

ス
で
い
え
ば
パ
ラ
戦
争
と
い
っ
た
封
建
領
主
間
の
内
乱

が
続
き
、
他
方
、
百
姓
一
揆
、
都
市
の
勃
興
が
起
こ
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
も
同
様
で
す
。

そ
こ
に
”
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
“
と
い
わ
れ
る
大
変
華
や
か

な
文
化
が
咲
く
わ
け
で
す
。
こ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代

と
日
本
の
安
土
・
桃
山
時
代
は
、
一
世
紀
ぐ
ら
い
日
本

が
遅
れ
ま
す
が
、
し
か
し
ほ
ぼ
重
な
っ
た
時
代
に
、
同

じ
く
絢
爛
た
る
文
化
が
開
化
し
ま
す
。
社
会
的
に
も
共

通
点
が
あ
る
の
は
、
新
興
の
商
工
業
者
、
都
市
の
市
民

が
そ
の
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
で
、
日
本
で
も
安

土
・
桃
山
の
文
化
を
作
っ
た
の
が
、
町
衆
と
呼
ば
れ
る

都
市
の
商
工
業
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
し
か
も

群
雄
割
拠
の
争
い
の
中
か
ら
新
し
く
統
治
者
と
な
っ
た

者
が
文
化
を
大
い
に
保
護
し
、
助
長
し
た
た
め
に
、
日

業
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
学

問
的
・
文
化
的
な
面
で
も
互
い
に
知
り
合
い
に
な
る
と

い
う
こ
と
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
背

後
に
は
経
済
的
に
日
本
が
―
つ
の
経
済
圏
と
い
う
も
の

を
つ
く
り
、
街
道
が
整
備
さ
れ
、
海
上
交
通
も
発
達
す

る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
全
体
が
―
つ
の
国
内
市
場
を
形

成
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
戦
争
が
な
く
て
平

和
が
続
き
ま
す
か
ら
、
武
士
階
級
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領

国
の
国
家
経
営
の
官
僚
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
い
き
、

国
土
の
開
発
や
殖
産
興
業
と
い
っ
た
も
の
に
携
わ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
封
建
的
な
身
分
関
係
の
上
に

立
っ
て
は
い
ま
す
が
、
近
代
的
な
官
僚
の
前
身
が
形
成

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
人
材
の
養
成
の
た
め
に

そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
は
、
藩
校
を
設
け
て
学
問
を
奨
励
し

ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
徳
川
時
代
に
は
全
国
の

方
々
の
地
域
に
優
れ
た
学
者
が
存
在
し
ま
し
た
。
し
か

も
そ
れ
ら
の
人
々
は
決
し
て
弧
立
し
て
い
た
の
で
は
な

く
て
、
お
互
い
に
交
遊
が
あ
り
、
影
響
し
合
っ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
に
は
こ
う
い
う
、
近
代
国
家
と
封
建
的

割
拠
性
の
ミ
ッ
ク
ス
し
た
大
変
独
特
な
社
会
が
つ
く
ら

れ
た
の
で
す
。
明
治
維
新
は
結
局
、
こ
の
割
拠
性
を
打

破
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新

し
い
国
家
が
生
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
近
代
国
家
を
経
営

す
る
際
に
、
そ
の
人
的
資
源
、
マ
ン
・
パ
ワ
ー
に
お
い

て
日
本
が
全
然
不
自
由
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
、
今
度
は
西
洋
文
化
と
日
本
文
化
の
違
い
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
で
は
し
ば
ら

く
前
か
ら
日
本
人
論
、
日
本
文
化
論
が
大
へ
ん
盛
ん
で
、

そ
こ
で
は
日
本
人
や
日
本
文
化
が
い
か
に
他
と
ち
が
っ

た
特
殊
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
変
博
識
な
議
論
が
多
く
、
私
は
感
心
す
る
と
こ
ろ
も

あ
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
こ
と
さ
ら

ち
が
う
と
こ
ろ
を
強
調
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
も
あ
れ

ば
外
国
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
で
は
な
い
か
と

思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
種
の

（一）

日
本
文
化
と
西
洋
文
化
の
相
違

め
の
人
材
が
養
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味

で
日
本
の
近
代
化
は
、
西
洋
文
明
の
輸
入
と
い
う
形
は

と
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
封
建
制
を
経
過
し
た
民
族
だ
け

が
、
自
力
で
近
代
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
命
題

は
、
私
は
や
は
り
、
あ
た
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
日
本
文
化
と
西
洋
文
化
と
い
う
場

合
に
ま
ず
社
会
の
発
展
、
歴
史
と
い
う
と
こ
ろ
で
大
き

な
共
通
性
が
あ
り
、
そ
の
共
通
性
が
近
代
社
会
を
作
る

こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
ま
た
日
本
や
西
洋
以
外

の
国
と
の
違
い
の
大
き
な
基
礎
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と

が
い
え
る
わ
け
で
す
。

一 7―

本
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
そ
う
い
う
新

し
い
国
家
の
中
で
文
化
が
い
っ
そ
う
栄
え
る
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
歴
史
の
段
階

づ
け
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
歴
史
家
の
言
葉
で
す
が
、
封
建
制

を
経
験
し
た
民
族
だ
け
が
自
分
自
身
で
近
代
化
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
つ
ま
り
十
五
、
六
世
紀
は
全

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
は
、
封
建
制
度
の
割
拠
性
を
克
服
し

た
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
テ
ー
ト
が
で
き
た
時
代
で

す
が
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
テ
ー
ト
の
政
治
制
度
は
、
一

い
わ
ゆ
る
ア
ブ
ソ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
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君
主
権
が
ま
た
強
大
に
な
っ
て
中
央
集
権
国
家
を
つ
く

る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
、
新
興
の
商
工
業
勢
力
と
結
一

ん
で
更
に
そ
れ
を
大
い
に
助
長
し
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で

い
え
ば
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
で
い
え

ば
ル
イ
十
三
、
四
世
の
時
代
で
あ
り
、
今
日
の
民
族
国

家
の
基
礎
が
こ
の
時
期
に
出
来
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

日
本
に
つ
い
て
み
る
と
織
田
、
豊
臣
か
ら
徳
川
と
続

＜
天
下
統
一
の
過
程
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
封
建

的
な
割
拠
性
が
絶
対
主
義
君
主
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る

の
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
出
来
上
が
っ

た
徳
川
幕
府
は
非
常
に
独
特
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

初
め
て
国
民
文
化
と
い
う
も
の
が
こ
こ
に
成
立
し
た
と

い
う
意
味
で
は
、
西
洋
の
ア
ブ
ソ
ル
テ
ィ
ズ
ム
国
家
と



議
論
に
は
あ
ま
り
立
ち
入
ら
な
い
で
、
や
は
り
基
礎
的

な
事
実
関
係
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

文
化
と
は
人
間
の
心
の
あ
り
方
、
働
き
方
か
ら
生
ま

れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
基
礎
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

の
支
配
的
な
宗
教
が
そ
の
性
格
を
き
め
る
重
要
な
要
素

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
西
洋
文
化
は

キ
リ
ス
ト
教
文
化
で
あ
り
、
日
本
で
は
文
化
は
仏
教
文

化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
日
本
で

は
こ
の
宗
教
の
あ
り
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
り
、
中

国
の
生
ん
だ
偉
大
な
宗
教
、
儒
教
と
道
教
・
老
荘
思
想

の
二
つ
を
同
時
に
受
け
入
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
日
本

人
が
古
来
持
っ
て
い
る
神
道
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
神
道
と
い
う
の
は
日
本
人
の
心
の
在
り
方
、
汚

れ
を
嫌
う
清
明
心
と
か
い
う
よ
う
な
心
的
態
度
で
あ
り
、

む
し
ろ
感
覚
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
思
想
の
内
容
と
い
う
点
か
ら
み
ま
す
と
、
あ

く
ま
で
儒
教
、
仏
教
と
い
う
ア
ジ
ア
大
陸
に
生
ま
れ
ま

し
た
大
宗
教
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
日
本
は
、
文

明
の
段
階
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
で
非
常
に
象
徴
的
な
存
在
は
聖
徳
太
子
で
す
。

太
子
は
敬
け
ん
な
仏
教
主
義
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
国

家
制
度
と
し
て
は
中
国
の
制
度
を
入
れ
、
人
間
関
係
に

つ
い
て
は
儒
教
の
倫
理
、
さ
ら
に
老
荘
の
思
想
も
と
り

入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
皇
室
の
皇
太
子
と
い

う
立
場
の
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
事
業
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
と
思

,
"
・
↓
i
・
ク
、
国
・
分

が
同
時
に
入
っ
て
来
て
、
し
か
し
そ
れ
を
自
主
的
に
採

用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
は
、
例
え
ば
韓
国
で
は
、
三
国
時
代
、
高
麗
時

代
に
は
仏
教
の
信
仰
が
盛
ん
で
立
派
な
仏
教
文
化
が
生

ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
後
、
李
朝
の
朝
鮮
に
な
り

ま
す
と
、
儒
教
を
国
教
に
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
仏
像

を
破
壊
し
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
随
分
あ
り
ま
す
。

日
本
の
場
合
に
は
、
儒
と
仏
が
お
互
い
に
補
う
も
の
と

し
て
同
時
に
信
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
が
少
し
も
不
思
議
と
は

思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
私
は
現
世
生
活

に
お
け
る
宗
教
性
に
つ
い
て
、
日
本
独
特
の
働
き
を
し

て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。

＼
大
体
儒
教
は
非
常
に
現
世
的
な
思
想
で
あ
り
、
し
か

も
合
理
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
十
八
世
紀
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
啓
蒙
思
想
と
い
う
の
が
は
や
り
ま
し
た
が
、

そ
の
代
表
者
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
中
国
の
儒
教
を
高
く

評
価
し
て
い
ま
す
。
啓
蒙
主
義
者
は
キ
リ
ス
ト
教
、
特

に
そ
の
当
時
の
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
敵
対
的

だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
対
比
し
て
儒
教
の
現
世

的
、
合
理
的
な
性
格
に
大
変
注
目
し
た
わ
け
で
す
。
そ

し
て
こ
れ
は
理
神
論
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
理
神

論
と
は
デ
イ
ス
ム
、
デ
ィ
ー
イ
ズ
ム
と
い
ぅ
ん
で
す
か
、

こ
れ
は
神
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
儒
教
に
も
天

と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と

は
違
い
ま
す
が
、
や
は
り
超
越
者
の
存
在
が
認
め
ら
れ

日
本
の
儒
教
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
特
徴
的
な
こ

と
は
、
徳
川
時
代
の
儒
教
の
独
自
性
で
し
ょ
う
。
幕
府
は

林
家
の
昌
平
羮
を
幕
府
の
施
設
に
し
て
朱
子
学
を
官
学
，

に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
朱
子
学
だ

け
が
勉
強
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幕
末

に
出
た
佐
藤
一
斎
は
朱
子
学
だ
け
で
な
く
陽
明
学
を
も

究
め
て
い
ま
す
。
ま
た
幕
府
の
官
学
ば
か
り
で
は
な
く
、

民
間
に
も
た
く
さ
ん
の
儒
学
者
が
お
り
ま
す
。
こ
れ
ほ

ど
方
々
で
す
ぐ
れ
た
学
者
が
出
て
独
自
の
研
究
を
進
め

た
こ
と
は
本
場
の
中
国
に
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
荻
生
祖
彼
の
古
学
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
中
国
の
思
想
を
祖
述
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の

（三）

そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
東
洋
の
宗
教
と
い
う
も

の
の
違
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴

は
、
唯
一
絶
対
神
の
信
仰
、
人
格
神
で
し
か
も
そ
れ
が

絶
対
的
な
超
越
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
う
い
う
ゴ
ッ
ド
の
信
仰
と
い
う
も
の
は
東
洋
の
宗
教

に
は
な
い
も
の
で
す
。
ゴ
ッ
ド
が
、
一
回
的
な
行
為
で

世
界
を
創
造
し
た
と
い
う
考
え
方
、
そ
れ
が
自
然
と
作

為
と
を
鋭
く
対
立
さ
せ
、
文
化
と
い
う
も
の
を
自
然
を
加

工
し
支
配
す
る
人
為
的
な
も
の
と
い
う
観
念
を
成
立
さ

せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
東
洋
で
は
自
然
と
人
間
と
の
融
合
、
統
一
、
そ
し
て

文
化
と
い
う
も
の
を
つ
く
る
も
の
よ
り
も
成
る
も
の
と

い
う
観
念
が
有
力
に
存
在
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
す
。

ま
た
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
神
話
に
表
わ
れ
て
い
る
人
間
の

原
罪
、
キ
リ
ス
ト
の
は
り
つ
け
に
よ
る
そ
の
贖
罪
と
い

う
神
学
が
魂
の
救
済
と
人
間
の
行
動
と
を
結
ぴ
つ
け
て

そ
れ
を
重
視
す
る
生
活
態
度
が
生
ま
れ
＂
そ
れ
が
い
わ

ゆ
る
イ
ン
デ
ィ
ビ
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
個
人
の
自
立
を
憬

し
た
。
近
代
と
い
う
も
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
始
め
て
つ

く
り
出
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と
も
よ
く
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け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
後
の
人
間
の
世
の
中
の
こ
と
は
神

の
関
与
や
指
図
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
人
間
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て

い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
奇
蹟
と
か
啓
示
と

か
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
と
は
対
立
す
る
も
の
で
、
こ
の

点
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
儒
教
の
方

が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
た
し
か
に
儒
教
は
、
現
世
の
人
間
関
係
を
律
す
る

と
こ
ろ
の
原
理
道
徳
を
説
い
て
い
わ
ゆ
る
快
力
乱
神
を

悟
ら
な
い
。
大
へ
ん
人
間
中
心
的
で
、
ま
た
合
理
的
な

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

（⇒ 

い
ま
す
。
そ
し
て
日
本
は
ア
ジ
ア
の
大
宗
教
を
す
べ
て

と
り
入
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教

と
ち
が
っ
て
大
へ
ん
東
洋
的
な
文
化
で
あ
る
と
い
え
ま

す。

主
張
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
日
本
の
文
化
と
い
う
と
、
そ
れ
を
代
表
す

る
芸
術
を
見
れ
ば
、
美
術
に
し
て
も
文
学
に
し
て
も
、

い
か
に
仏
教
思
想
の
影
響
が
大
き
い
か
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
現
在
で
も
日
本
が
仏
教
国
民
で
あ
る
こ
と
は
た
し

か
で
す
。
し
か
し
で
は
仏
教
だ
け
か
と
い
う
と
決
し
て

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
久
し
く
日
本
人
の
社
会
生
活

を
規
定
し
て
お
り
ま
し
た
の
は
儒
教
の
倫
理
で
あ
り
ま

し
た
。
儒
教
は
仏
教
と
並
ぶ
東
洋
の
二
大
宗
教
と
言
わ

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
儒
教
が
宗
教
で
あ
る
か
ど
う
か
を

問
題
に
す
る
人
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
儒
教
に
も
宗

教
的
要
素
が
あ
り
、
先
祖
崇
拝
か
ら
来
る
非
常
に
煩
瑣

な
喪
の
形
式
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
日
本
人
は
そ

う
い
う
宗
教
的
な
面
は
採
り
入
れ
な
い
で
、
専
ら
社
会

倫
理
と
し
て
儒
教
を
採
り
入
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
人

間
の
死
生
の
問
題
、
魂
の
救
済
の
問
題
と
し
て
は
仏
教

を
信
仰
し
た
わ
け
で
す
。

．

．

 

し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
を
日
本
人
は
特
に
意
識
し
て

い
な
い
し
、
矛
盾
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
大

体
古
い
時
代
に
は
学
問
と
い
う
も
の
は
ど
こ
で
も
坊
さ

ん
の
仕
事
で
、
漢
学
者
と
い
う
も
の
が
独
立
の
存
在
に

な
る
の
は
徳
川
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
の
前
は

坊
さ
ん
が
仏
教
と
共
に
漢
学
、
儒
学
を
学
ん
だ
。
室
町

時
代
の
五
山
の
僧
な
ど
が
そ
の
中
心
で
す
。
そ
し
て
庶

民
教
育
に
当
た
っ
た
の
は
寺
子
屋
で
す
が
、
そ
こ
で
教
え

て
い
る
も
の
は
儒
教
の
倫
理
道
徳
で
す
。
こ
れ
は
仏
教

豆
一
ー
さ
に
国
丘
典
麦
⑩
ぼ
§
名
つ
が
渇
せ

独
自
の
思
想
を
発
展
さ
せ
て
い
ま
す
。
徳
川
時
代
は
鎖

国
の
時
代
で
あ
り
、
し
か
も
儒
学
は
排
他
的
で
あ
る
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
徳
川
時
代
に
も
、

長
崎
を
通
じ
西
洋
の
新
し
い
学
問
が
入
っ
て
き
て
い
ま

す
。
あ
の
鎖
国
の
時
代
に
も
、
日
本
人
は
、
普
通
言
わ

れ
る
よ
り
も
ず
っ
と
西
洋
の
学
問
や
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
に
対
し
敏
感
に
対
応
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

近
頃
の
い
ろ
い
ろ
の
研
究
の
結
果
わ
か
っ
て
来
て
お
り

ま
す
。蘭

学
が
生
ま
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
徳
川
の
後
期
に

な
り
ま
す
が
、
そ
の
蘭
学
を
修
め
る
人
は
必
ず
漢
学
を

充
分
に
修
め
た
人
で
あ
り
、
漢
学
を
修
め
る
と
い
う
こ

と
は
蘭
学
を
修
め
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
な
お
幕
末
以
降
日
本
が
西
洋
の
文
明
や
思
想
を
と

り
入
れ
る
に
当
た
っ
て
、
漢
学
の
言
葉
や
概
念
が
い
か

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
か
計
り
知
れ
な
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。

私
は
中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
に
出
た
諸
子
百
家
の
学

問
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
並
ぶ
世
界
の
学
問
の
二
大
源
泉

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
日
本
人
は
虚
心
坦
懐
に

受
け
入
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
主
的
に
研
究
し
続
け

て
来
た
。
そ
こ
に
日
本
文
化
の
特
色
が
あ
る
と
思
い
ま

す。
日
本
人
は
こ
の
中
国
思
想
と
仏
教
と
を
共
に
受
け
入

れ
た
わ
け
で
す
が
、
仏
教
は
西
洋
思
想
と
古
く
か
ら
接
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そ
し
て
西
洋
文
化
と
対
比
さ
れ
る
東
洋
的
な
も
の
を
現

代
に
生
き
る
形
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
日
本
文
化

の
特
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
元
来
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
受
け
つ
い
だ
大

へ
ん
排
他
的
な
性
質
が
あ
り
ま
し
た
か
、
そ
の
非
寛
容

性
に
対
す
る
反
省
は
ト
イ
ン
ビ
ー
の
よ
う
な
人
か
ら
も

大
い
に
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
最
近
の
ロ
ー
，
マ
法

王
の
動
き
な
ど
を
見
て
も
、
世
界
の
大
宗
教
が
互
い
に

他
を
理
解
し
合
う
と
い
う
の
が
今
の
世
界
の
大
き
な
傾

向
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
今
の
西
洋
文
化
の
状
況
に
よ
る
と
こ
ろ
も

大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
西
洋
文
化
か
生
み
出
し
た
個

人
の
自
立
、
イ
ン
デ
ィ
ウ
ィ
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
か
近
代
の

偉
大
な
文
明
を
生
ん
だ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
こ
の
イ
ン
デ
ィ
ウ
ィ
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
文

化
を
生
む
も
と
で
あ
る
こ
と
に
は
少
し
も
変
り
か
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
西
洋
世
界
に
現
れ

て
い
る
い
わ
ゆ
る
マ
ス
ソ
サ
エ
テ
ィ
、
つ
ま
り
、
大
衆

杜
会
現
象
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
人
間
が
マ
ス
と
い

う
も
の
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
、
か
え
っ
て
西
洋

文
明
の
強
味
で
あ
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ビ
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
そ

の
も
の
を
失
わ
せ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。
端
的
に
言

え
ば
最
初
イ
ギ
リ
ス
病
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
の
後
欧
米

に
拡
が
っ
て
い
る
社
会
現
象
は
人
間
が
労
働
組
合
の
よ

う
な
集
団
に
埋
没
す
る
と
単
な
る
エ
ゴ
テ
ィ
ズ
ム
の
量

国
民
的
な
も
の
と
地
方
文
化

---ll-

触
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
か
イ
ン

ド
の
方
を
征
服
し
た
後
に
出
来
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
国
バ

ク
ト
リ
ア
の
ミ
リ
ン
ダ
王
の
有
名
な
問
答
に
は
ギ
リ
シ

ア
思
想
と
仏
教
の
交
流
が
見
ら
れ
ま
す
。
共
リ
ス
ト
教

と
の
間
に
も
、
こ
れ
は
中
村
元
さ
ん
に
聞
い
た
話
で
す

が
、
案
外
交
渉
が
あ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
儀
式
や

服
装
な
ど
、
共
通
点
か
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
か
仏

教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
点
も
か
な
り
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
西
洋
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
言
い
た

が
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も

密
接
な
交
渉
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
え
リ
ス

ト
教
の
絶
対
超
越
神
の
思
想
と
、
本
来
ヒ
ン
ズ
ー
教
か

ら
始
ま
っ
た
自
然
と
人
間
と
の
融
合
み
た
い
な
考
え
方

と
は
、
非
常
に
違
い
ま
す
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
と

い
っ
た
考
え
方
は
仏
教
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
が
い
は

た
し
か
に
あ
り
ま
す
が
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
断
絶

的
に
と
ら
え
る
の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
『
菊
と
刀
』
で
い
い
ま
し

た
よ
う
に
、
西
洋
文
化
は
罪
の
文
化
で
日
本
文
化
は
恥

の
文
化
だ
と
両
者
を
峻
別
す
る
見
方
な
ど
も
問
題
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
は
賛
成
す
る
人
と
、
和
辻
哲
郎
さ
ん
、

津
田
左
右
吉
さ
ん
の
よ
う
に
、
ベ
ネ
デ
（
ク
ト
な
ん
て

日
本
の
こ
と
を
ロ
ク
す
っ
ぽ
知
ら
な
い
か
ら
そ
う
い
う

こ
と
を
言
う
ん
だ
と
非
常
に
反
対
を
し
た
人
も
い
ま
す
。

戟
後
の
一
時
期
、
日
本
は
遅
れ
た
国
で
、
日
本
の
文
化

や
歴
史
は
西
洋
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方

が
非
常
に
強
か
っ
た
風
潮
と
合
致
し
て
、
罪
の
文
化
と

い
う
の
は
高
級
な
倫
理
が
あ
る
が
、
恥
の
文
化
は
人
の

顔
色
ば
か
り
見
て
い
て
、
こ
っ
ち
の
方
が
低
い
の
だ
と

い
う
よ
う
な
考
え
方
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

私
は
こ
れ
は
あ
た
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
恥
と
い
う
の

は
や
は
り
倫
理
の
根
本
を
な
す
も
の
で
、
キ
リ
シ
ャ
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
な
ど
に
も
そ
れ
は
出
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
家
名
を
重
ん
ず
る
と
い
う
よ
う
な
観

念
か
あ
り
ま
す
か
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
の
封

建
社
会
で
も
同
様
で
す
。
こ
れ
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

の
芝
居
を
見
て
も
わ
か
り
ま
す
が
、
家
名
を
璽
ん
じ
、

恥
ず
か
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
非
常
に
嫌
っ
て
い
ま
す
。

恥
と
い
う
こ
と
を
重
ん
ず
る
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
人

の
顔
色
を
窺
っ
て
ば
か
り
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
俯
仰
天
に
恥
じ
ず
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
キ

リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
よ
う
な
考
え
が
日
本
に
な
い
か
ら

と
い
っ
て
、
向
こ
う
の
文
化
が
深
く
て
こ
ち
ら
の
文
化

が
浅
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ア

ダ
ム
と
イ
ウ
の
原
罪
と
い
う
よ
う
な
説
話
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
仏
教
で
も
人
間
の
罪
業
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま

す
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
場
合
に
は
、
こ
の
罪
業
が
輪
廻
の

思
想
に
な
っ
て
宿
命
論
み
た
い
に
な
り
ま
す
が
、
仏
教

の
場
合
に
は
、
人
間
の
遁
れ
ら
れ
ぬ
罪
深
さ
を
観
ず
る

こ
と
に
よ
っ
て

r

か
え
っ
て
正
し
い
行
い
に
よ
る
救
い

を
求
め
て
行
こ
う
と
す
る
態
度
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
い

う
わ
け
で
私
は
、
沢
リ
っ
：
卜
敦
と
仏
教
思
想
は
、
も
ち

新
な
ど
を
受
け
つ
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
か
つ

て
の
都
市
生
活
の
基
礎
で
あ
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
精
神

が
大
都
会
で
は
失
わ
れ
て
治
安
の
悪
化
、
犯
罪
の
横
行

か
目
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
現
象
は
ま
さ
に
彼
等

の
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
支
え
た
倫
理
喪
失

に
外
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
こ
に
今
日
の
西
洋
文
明

の
危
機
が
あ
る
と
私
は
思
う
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
と
は
決
し
て
西
洋
文
化
よ
り
も
東
洋
文
化
の

方
か
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西

洋
文
化
は
現
代
の
自
由
と
科
学
の
文
明
を
つ
く
っ
た
あ
く

ま
で
も
偉
大
な
文
化
で
す
。
そ
れ
が
今
日
衰
退
的
傾
向

を
見
せ
て
い
る
の
は
そ
れ
が
そ
の
根
源
の
精
神
を
失
お

う
と
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の

桟
洒
に
帰
る
こ
と
か
現
代
文
明
の
危
機
を
救
う
所
以
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
識
者
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
西
洋
文
化
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
の

精
神
に
帰
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
、
注
目
す
べ

き
こ
と
は
そ
れ
が
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
独
善
性
を
も

克
服
し
て
他
の
偉
大
な
宗
教
の
価
値
を
認
め
る
と
い
う

方
向
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
カ
ー
ル
・
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
こ
の
本
は
紀
元
前
五

0
0
年
頃
を
中
心
と
し
た

前
後
数
百
年
の
間
に
世
界
の
各
地
で
互
い
に
関
係
な
く

出
現
し
た
偉
大
な
思
想
家
た
ち
、
中
国
で
は
孔
子
、
老

ろ
ん
相
違
は
あ
り
ま
す
が
、
全
然
違
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
根
本
に
お
い
て
は
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
の
表
現

の
仕
方
か
違
っ
て
い
て
も
そ
の
根
源
的
な
宗
教
性
に
は

共
通
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

儒
教
で
も
仏
教
で
も
、
そ
れ
を
生
ん
だ
祖
国
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
残
っ
て
い
る
限
り
は
杜

会
の
進
歩
、
近
代
化
に
と
っ
て
阻
害
要
因
に
な
る
こ
と

か
多
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
日
本
で
そ
う

な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
最
初
に
い
っ
た
社
会
の
発
展
の

特
殊
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
束
洋
の
生
ん
だ

大
思
想
を
片
寄
ら
ず
に
と
り
入
れ
て
、
長
短
相
補
う
よ

う
な
形
で
自
主
的
に
自
分
の
も
の
と
し
て
発
展
さ
せ
て

行
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

近
頃
の
文
化
論
は
と
か
く
文
化
人
類
学
的
視
角
か
ら

な
さ
れ
る
た
め
に
、
社
会
形
態
、
人
間
関
係
、
そ
れ
と

結
び
つ
い
た
心
的
状
態
の
よ
う
な
も
の
を
論
じ
て
日
本

は
特
殊
だ
特
殊
だ
と
さ
わ
き
立
て
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
肝
心
な
文
化
の
内
容
を
お
き
忘
れ
て
は
何
に
も
な

り
ま
せ
ん
。
特
殊
性
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
の
で

r

た
だ

そ
汎
だ
け
を
と
り
出
し
て
特
殊
性
を
主
張
し
て
も
あ
ま

り
意
味
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
が
実
際
に
つ
く

り
出
し
て
来
た
文
化
の
具
体
的
な
内
容
、
芸
術
、
学
問
、

思
想
、
社
会
制
度
、
そ
う
い
う
も
の
も
考
察
す
る
こ
と

が
大
事
で
、
そ
れ
は
た
し
か
に
日
本
独
自
で
す
が
、
そ

＇
ン
ー
：
カ
イ
ラ
ン
で
は
ゾ
，

ロ
ア
ス
タ
ー
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
哲
学
者
や
悲
劇
詩
人
た

ち
、
パ
レ
ス
チ
ナ
て
は
予
言
者
た
ち
そ
の
最
後
の

も
の
か
キ
リ
ス
ト
'
|
lそ
う
い
う
人
た
ち
に
よ
っ
て
人

間
存
在
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
深
い
思
索
が
到
達
さ

れ
、
以
後
の
人
類
は
そ
の
基
礎
の
上
に
思
惟
し
行
動
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
時
期
を
世
界

史
の
枢
軸
の
時
代
と
呼
ん
で
、
現
代
の
機
械
化
と
大
衆

化
か
ら
生
じ
て
い
る
人
間
性
喪
失
の
危
機
の
克
服
を
、

こ
の
枢
軸
時
代
の
精
神
へ
の
回
帰
の
中
に
求
め
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
最
初
に
あ
け
た
第
三
の
こ
と
、
地
方
文
化

に
関
連
し
た
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
。
私
の
専
門
の
ド

イ
ツ
史
な
ど
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
地
方
史
の
研
究
と

い
う
も
の
が
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ

で
戦
前
は
専
門
雑
誌
も
一
―
つ
か
三
つ
ぐ
ら
い
と
っ
て
い

れ
は
よ
か
っ
た
の
か
、
大
戦
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方

地
方
に
学
会
が
あ
っ
て
雑
誌
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ら
も
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
大
学
な
ど
は

大
へ
ん
で
す
。
戦
前
か
ら
ド
イ
ツ
で
は
地
方
地
方
、
あ

る
い
は
都
市
毎
に
ア
ル
ヒ
ー
フ
（
文
書
館
）
か
あ
っ
て
、

そ
れ
が
歴
史
研
究
の
大
事
な
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
地
方
史
の
研
究
が
特
に
盛
ん
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
地
方
史
が
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、

（四）
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や
は
り
歴
史
を
一
般
論
で
な
く
、
具
体
的
に
見
よ
う
と

す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
そ
汎
ぞ
れ
の
地
方
地
方
の
実
態

に
即
し
て
み
な
け
れ
ば
、
歴
史
の
姿
が
わ
か
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は

一
般
に
ア
ル
ヒ
ー
フ
は
整
っ
て
い
な
い
で
す
が
、
そ
れ

で
も
地
方
の
美
術
館
。
博
物
館
が
最
近
と
み
に
充
実
し

つ
つ
あ
る
し
、
地
方
の
国
立
大
学
を
中
心
に
地
方
史
の

研
究
も
ず
っ
と
深
ま
っ
て
来
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

こ
の
地
方
史
の
研
究
の
重
要
性
は
そ
の
地
方
の
独
自
の

も
の
を
知
る
と
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
国
民
的

な
こ
と
を
知
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
の
こ
と
を
見
な
い
と
本
当
の
国
民
的
な
も
の
は
わ
か

ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
私
は
地
方
文
化
へ
の
注
目
、
或

い
は
そ
の
振
輿
は
最
近
特
に
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
地
方
の
文
化
活
動
は
県
と
か
市
と
か
行

政
区
割
が
単
位
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
当
然
の

こ
と
で
す
が
、
日
本
の
場
合
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
徳

川
時
代
の
封
建
制
、
つ
ま
り
藩
と
い
う
も
の
が
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
徳
川
時
代
の
殿
さ

ま
は
、
秀
吉
の
時
代
か
ら
の
移
封
や
改
易
に
よ
っ
て
、

は
と
ん
ど
土
着
の
人
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長

い
間
、
そ
こ
の
国
の
藩
主
を
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
地
方
の
歴
史
を
総
括
し
た
よ
う
な
形
に
な
り
、
藩

主
の
居
城
が
地
方
都
市
と
し
て
文
化
の
中
心
と
し
て
発

展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。
と
同
時
に
徳
川
時
代
の
こ
と
で
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色

を
持
ち
な
が
ら
、
同
時
に
日
本
の
国
民
的
な
も
の
を
表

わ
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
性
質
は
現
在
で
も
変
ら

な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
地
方
文
化
へ
の
認
識
を
深
め

そ
れ
を
振
興
す
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
日
本
の
文

化
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
そ
の
国
際
性
を
高
め
る
こ
と

に
も
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
私
の
や
っ
て
お

り
ま
す
国
際
交
流
基
金
の
仕
事
、
こ
れ
は
日
本
の
文
化

を
外
国
に
紹
介
し
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
に

し
て
お
り
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
こ

と
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
基
礎
に
し
て
し
か
あ
り
得

な
い
。
そ
し
て
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
は
、
日
本
の

湯
合
、
そ
れ
ぞ
訊
の
地
域
、
地
方
と
い
う
も
の
を
離
れ

て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

昨
年
、
国
際
交
流
基
金
が
行
っ
て
大
成
功
を
収
め
、

方
々
で
評
判
に
な
っ
た
も
の
に
ロ
ン
ド
ン
の
江
戸
展
か

あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
展
覧
会
に
出
品
し
た
五
百
点

以
上
の
美
術
品
は
国
立
博
物
館
に
入
っ
て
る
も
の
も
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
地
方
の
公
私
の
美
術

館
、
お
寺
、
個
入
の
所
有
物
な
ど
全
国
に
散
ら
ば
っ
て

い
る
も
の
で
、
そ
れ
を
集
め
る
の
に
は
大
へ
ん
な
苦
労

か
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
借
り
出
す
こ
と
か
で
き
た

の
は
文
化
庁
の
お
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
大
い
に

感
尉
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
、
と
も
か
く
国

民
文
化
と
い
う
も
の
か
地
域
性
、
地
方
性
と
離
れ
て
は

あ
り
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
q
そ
れ
か
ら
、
つ
い
こ
の
間
、
お
隣
り
の
中
国

と
国
交
回
復
十
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
か
つ
て
は
歌
舞

伎
な
ど
お
く
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
、
今
度
は
趣

向
を
か
え
ま
し
て
、
民
俗
舞
踊
を
お
く
り
ま
し
た
。
津

軽
、
岩
手
、
広
島
等
、
地
方
の
民
俗
芸
能
で
し
た
か
、

大
へ
ん
熱
演
を
し
て
く
れ
非
常
に
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

こ
れ
も
地
方
文
化
を
通
じ
て
、
日
本
文
化
を
国
際
的
な

も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

な
お
我
々
は
外
国
か
ら
い
ろ
い
ろ
芸
術
品
や
芸
能
団

を
日
本
に
呼
ぶ
と
い
う
仕
事
も
し
て
お
り
ま
す
が
、
単

に
東
京
で
開
催
す
る
だ
け
で
な
く
て
、
日
本
の
で
き
る

だ
け
多
く
の
地
域
で
そ
れ
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
力
し
て

お
り
ま
す
。
こ
札
に
つ
い
て
は
各
地
の
文
化
会
館
や
美

術
館
に
大
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後

共
な
お
一
層
の
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

本
稿
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
九
日
に
開
催
]

一
さ
れ
た
文
化
振
興
会
謡
に
お
い
て
行
わ
れ
た
講
演

を
要
約
し
た
も
の
で
す
。
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吾
＂

0
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今

年
は
、
お
だ
や
か
な
天
候
に
恵
く
ま
れ
、
新
年

を
迎
え
た
と
こ
ら
が
多
か
っ
た
よ
う
て
す
。

0

1

月
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
月
号
は
、
国

際
交
流
基
金
の
林
健
太
郎
先
生
の
「
日
本
文
化

と
西
洋
文
化
」
て
冒
頭
を
飾
る
こ
と
か
て
き
ま

し
た
。
こ
の
論
稿
は
、
好
評
を
栂
し
た
昨
年
の

文
化
振
典
会
議
で
の
講
演
を
も
と
に
し
た
も
の

て
す
。
御
多
用
の
と
こ
ろ
、
先
生
に
は
手
を
入

れ
て
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

0
昨
年
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
―
t―-

か
来
日
し
ま
し
た
。
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の
も
と
i
i

で
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
政
策
な
ど
に
つ
い
て
、
i

フ
ラ
ン
ス
の
事
情
に
詳
し
い
学
術
国
際
局
の
植
一

木
浩
審
議
官
に
寄
脇
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
~

こ
れ
か
ら
も
辿
続
し
て
執
筆
し
て
い
た
だ
く
予
~

定

で

す

。

一

0
昭
和
五
寸
八
年
度
予
算
の
政
府
原
案
か
ま
と
一

ま
り
ま
し
た
。
文
化
庁
の
予
尊
案
の
概
要
に
つ
i

い

て

は

次

号

て

説

明

す

る

予

定

で

す

。

i

-

0
本
誌
の
紺
躾
な
ど
に
つ
い
て
、
読
者
の
方
か
i

ら
お
使
り
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
ら
も
参
考
i
j

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
後
と
も
誌
面
の
充
実

~
3

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
(
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