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直球化」
のなかの

知識人の役割

歴
史
的
転
機
に
立
た
さ
れ
た
日
本
と
中
国

-
-|
拡
が
る
未
来
へ
の
悲
観

H
M
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王

い
ま
日
本
で
は
「
自
由
主
義
歴
史
観
L

な
る
も
の
を
め
ぐ

っ
て

論
議
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
歴
史
に
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
あ

っ
て
よ
い

と
い
う
立
場
な
ら
ば
、
も

F

ソ
と
も
な
主
張
で
、
賛
成
で
き
ま
す
が
、
い

ま
の
日
本
の
特
殊
な
歴
史
的
時
期
に
お
い
て
、
歴
史
多
元
主
義
を
唱
え

る
の
は
、
あ
る
具
体
的
な
政
治
的
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
で
す
か
?

橋
爪
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
れ
、
冷
戦
が
終
わ
っ
た
一
九
八
九
年
以

降
、
日
本
は
戦
後
と
い
う
時
代
か
ら
、
つ
ぎ
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
の

で
す
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
は
、
敗
戦
後
、
国
際
的
に
ず

っ
と
管
理
さ
れ

て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講

和
条
約
、
日
米
安
全
保
障
条
約
と
い
う
体
制
で
す
。
冷
戦
後
、
こ
れ
ら

が
そ
の
機
能
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
、
日
本
の
対
ア
ジ
ア

政
策
、
朝
鮮
半
島
政
策
、
日
米
関
係
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い

っ
た。

と
こ
ろ
が
日
本
の
人
び
と
は
、
心
の
準
備
が
ま
っ
た
く
出
来
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
現
れ
た
反
応
の
い
く
つ
か
と
し
て
、
オ
ウ
ム
真

理
教
、
そ
し
て
自
由
主
義
史
観
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
由
主
義
史
観

と
い
う
の
は
、

一
九
四
五
年
ま
で
の
歴
史
が
百
%
悪
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
主
張
で
す
c

そ
う
な
る
と
戦
後
が
戦
前
と
連
続
す
る
こ

と
に
な
り
、
戦
後
が
仮
に
終
わ

っ
て
も
、
戦
前
か
ら
連
続
し
て
存
在
す

る
日
本
が
あ
る
の
で
、
ポ

ス
ト
戦
後
世
界
に
も
自
分
の
道
が
あ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
オ
ウ

ム
真
理
教
の
ほ
う
は
、
戦
後
国
家
の
完
全
な
否
定

で
す
。
日
本
国
に
代
え
て
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
国
家
を
つ
く
る
と
言
う
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改
革
開
放
政
策
の
徹
底
に
よ
り
、
共
産
主
義
の
理
想
が
失
墜
し
、

天
安
門
事
件
の
惨
事
に
よ
り
、
民
主
化
の
夢
が
砕
か
れ
た
中
因
。

国
民
経
済
を
悲
観
論
が
覆
い
、

冷
戦
後
の
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
が
描
け
す
、

無
力
感
が
拡
が
る
日
本
。

対
照
的
な
近
代
の
来
歴
を
抱
え
、

異
な
っ
た
戦
後
の
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
き
た

ア
ジ
ア
の
隣
国
が
、

市
場
経
済
の
大
海
の
中
で
、

H

知
の
商
品
化
H

と
い
う
共
通
の
苦
悩
に
端
い
で
い
る
o

A

フ
こ
そ
知
識
人
は
強
靭
な
思
考
力
を
取
り
戻
し
、

豊
か
な
「
人
文
精
神
」
を
詠
い
上
げ
よ
と

提
起
す
る
王
暁
明
氏
。

機
能
不
全
在
起
し
た
知
識
人
に
代
わ
っ
て

国
の
健
全
な
将
来
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
人
び
と
は

当
分
現
わ
れ
そ
う
に
な
い
と
嘆
く
橋
爪
大
三
郎
氏
。

グ
ロ
'バ
H
8』
1
日
ヨ
シ

『
全
球
化
」
の
時
代
の
光
明
宇
佐
、

ナ

シ

ヨ

ナ

リ

ズ

ふ

ヂ

モ

?

ラ

・ν
t

民
族
主
義
と
民
主
主
義
の
可
能
性
に
求
め
つ
つ
、

二
人
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
と
中
国
の

『
国
の
か
た
ち
」
に
つ
い
て
熱
っ
ぽ
く
語
っ
た
ー
ー
ー
。
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て
い
た
の
で
す
か
ら
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
国
際
社
会
に
よ

る
日
本
の
管
理
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
彼
ら
の
特
徴
は
、

歴
史
に
対
す
る
無
知
と
反
米
主
義
で
す
。

こ
う
い
う
動
き
が
出
て
く
る
の
は
、
当
然
で
は
あ
り
ま
す
が
、
危
険

な
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
動
き
に
代
え
て
、
ど
う
い
う
ポ
ス
ト
戦
後
の

日
本
を
構
想
す
る
か
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
で
も
そ
う
い
う
前
向
き
の

提
案
は
、
ま
だ
あ
ま
り
出
て
は
い
ま
せ
ん
。

主

ど
う
も
日
本
の
前
途
に
悲
観
的
な
日
本
人
が
多
い
よ
う
で
寸

ね
。
日
本
社
会
に
対
す
る
深
い
批
判
的
思
考
の
熱
意
が
な
く
な
り
つ
つ

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
?

橋
爪
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
で
は
な
ぜ
、
日
本
の
次
の
時
代
を

つ
く
る
よ
い
思
想
が
出
て
こ
な
い
の
か
?
そ
れ
は
、
戦
後
と
い
う
時

代
を
、
日
本
人
が
本
当
に
は
理
解
し
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

日
本
は
憲
法
を
自
分
で
つ
く
ら
な
か
っ
た
。
日
米
安
全
保
障
条
約

も
、
日
本
独
立
の
条
件
で
、
選
択
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
日
本

の
進
歩
的
知
識
人
は
、
平
和
憲
法
は
い
い
が
、
日
米
安
保
に
は
反
対
だ

と
考
え
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ど
ち
ら
も
、
ア

メ
リ
カ
に
由
来
す
る
も
の

で
、
片
方
だ
け
採
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
な

し
に
ソ
連
や
中
国
に
希
望
を
つ
な
ぐ
知
識
人
も
多
く
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
自
民
党
や
財
界
の
人
び
と
は
ア
メ
リ
カ
支
持
で
、
日
米
安
保

に
賛
成
で
し
た
。
世
論
は
ま
っ
ぷ
た
つ
に
割
れ
、
混
乱
し
て
い
た
の
で

す
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
統
一
さ
せ
る
必
要
も
な
か

っ
た
。
大
事
な
こ
と

は
、
ア
メ
リ
カ
が
決
め
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
戦
後
は
、
み

な
が
勝
手
な
こ
と
を
考
え
て
、
現
実
を
見
ょ
う
と
し
な
か

っ
た
。
思
想
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之
、
主
埋
空
，
討
に
九
日
始
し
て
き
た

G

実
的
に
な
れ
と
言
っ
て
も
無
理
で
す
。

王
中
国
も
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
終
わ
り
、
新
し
い
時
代
が
始
ま
っ

た
。
過
去
の
時
代
は
文
化
大
革
命
の
終
結
と
と
も
に
過
ぎ
去
り
、

い
時
代
の
始
ま
り
に
あ
た
っ
て
、
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司
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新
し

中
国
の
知
識
界
も
や
は
り
精
神
的
な

位一千
席
目
円
ヘ
ナ
て
、
一
こ
b

t
{
y
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中
国
で
は
、
政
治
の
社
会
に
対
す
る
影
響
は
決

定
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
政
治
に
よ
る
統
治

の
合
法
性
で
す

G

ん
で
い
，
こ
」
と
は
、
神
聖
か
つ
立
派
な
こ
と
で
あ
り
、

理
論
的
に
言
え
ば
、
共
産
主
義
の
道
路
に
沿
っ
て
進

わ
れ
わ
れ
が
指

導
す
る
か
ら
、
皆
は
革
命
せ
よ
、

と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
指
導
の
合

け
れ
ど
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
が
終

法
性
が
成
立
し
て
い
た
。

わ
る
と
、

革
命
な
ん
て
バ
カ
げ
て
い
る
と
社
会
全
体
が
思
う
よ
う
に
な

-令。

司
」，「
Al
a-
て
~
甲
子
一
叩
理
論
は
、

大
部
分
の
中
国
人
に
影
響
力
を
失

士
記
的
ノ
ー
デ
不

ロ
ギ

l

(
一.
主
導
意
設
形
態
一
)
は
、
革
命

ハ一件安一
化
の
政
産
と
と
も
に
、
根
間
を
喪
っ
て
い
く

】

新
た
に
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
作
っ
て
統
治
の

J

，、

、.
，、

-一

'、
、一可、
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こ
〈
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、

e
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理
論
の
解
体
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背

の
終
吾
川
を
意
味
す
る
の
で
す
c

設
に
あ
う
た
中
国
式
の

一
強
国
夢
」

中
国
社
会
が
新
し
い
精
神
の

そ
こ
で
新
し
く
始
ま
っ
た
時
代
と
は
、

方
向
を
見
失
?
た
時
代
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
時
代
と
比
べ
て
、

は;

る

こ
の
危
機
は
、

一
九

か
に
深
刻
な
危
機
を
は
ら
ん
だ
時
代
な
の
で
す
。

九
二
年
の
郡
小
平
一
南
巡
講
話
」
以
降
に
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た

u

市
場
経
済
に
関
し
て
言
え
ば
、
変
化
は
一
九
八
七
年
に
す
で
に
は
っ
き

け
れ
ど
も
、
新
し
い
一
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

一

こ
う
し
た
新
し
い
時
代
の
深
刻
な
危
機
は
、
フ

皆
は
か
え
っ
て
、
現
在
は
と
て
も
楽
観
的
な
時

リ
現
れ
て
い
ま
し
た

G

の
影
一
辺
自
の
も
と
で
辻
、

タ
J
V
比さ
れ
て
し
ま
う

b

代
、
方
向
の
は
う
き
り
し
た
時
代
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
ι

一
小
原
一
は
、
か
う
て
の
「
。
強
固
夢
。
」
に
比
べ
る
と
、

の
レ
ヘ
ル
が
下
が
り
ま
し
た
c

ず
い
ぶ
ん
目
標

「
強
国

中
国
の
知
識
人
は
、
総

じ
て
こ
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
し
ろ
を
歩
い
て
き
た
わ
け
で
、
中

の
擁
護
者
の
役
回
り
で
し
た
。
知

で
も
依
然
と
し
て
か
つ
て
の

夢

の

一
部
分
で
す

ν

八
0
年
代
を
通
じ
て
、

国
共
産
党
の
い
わ
ゆ
る

一
改
革
派
」

はしづめ ・どいさぶろう
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合
法
性
を
生
み
出
ゾ
ゲ
と
つ
と
苦
心
し
た

u

ぞ
れ
が
郡
小
平
の
業
績
で
す
。

か
つ
て
の
革
命
に
か
え
て
、
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
'
H

「
小
康
!一
企
編

み
出
し
た
。
中
国
の
人
民
に
-
小
康
」
の
生
活
を
保
障
す
る
よ
う
、
中

国
共
産
党
は
導
い
て
い
く
ο

八

0
年
代
初
め
に
、
こ
う
し
て
、
新

し
い
統
治
の
合
法
性
が
成
立
す
る
の
で
す
。
そ
ご
で
出
て
く
る
の
辻
、

一
現
代
化
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
す
。

「
強
国
夢
」
の
瓦
解

5

改
革
開
放
の
歴
史
的
意
味

王

近
代
以
降
、

西
洋
(
当
時
の
日
本
を
含
む
)
の
脅
威
を
受
け
て

い
た
中
国
人
が
も
っ
と
も
恐
れ
た
の
は
、

国
土
が
分
割
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
だ
っ
た
む
そ
し
て
中
国
人
は
、

中
国
の
現
代
文
化
を
築
き
上
げ
ま

一
l

強
固
夢

そ
の
最
も
大
事
な
要
素
は
、

イ
ナ
幻
想
ど
だ
と
思
い
ま
す
。

し
た。

(
ス
ト
ロ
ン
、
グ

・
チ
ヤ

「
強
国
夢
」
は
、
二
つ
か
ら
な
り
ま
す
。

第
一
は
、
西
洋
の
や
り
方
を

用
い
て
、
世
界
で
最
も
強
大
な
国
家
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
c

強
大

か
ど
う
か
の
基
準
は
、

か
ら
以
降
は
、

西
洋
に
あ
り
ま
す
。

中
国
の
基
準
を
用
い
て

「
仁
'」
を
基
準
と
し

第
二
は
、
強
固
と
な
っ
て

(
例
え
ば

て
〉
新
た
に
世
界
に
挑
み
ま
す
。

「
三
民
主
義
」
、

康
有
為
の

『
大
同
書
』、

い
ず
れ
も
「
強
国
夢
}

孫
文
の

毛
沢
東
の
革
命
思
想
な
ど
は
、

の
表
れ
な
の
で
す
む
こ
乃
理
想
が
、
清
朝
末
期
か
ら
文
化
大
革
命
に
い

た
る
ま
で
、
中
国
社
会
の
最
大
の
精
神
的
基
礎
だ
っ

・た
の
で
す

4

こ
の
精
神
的
基
礎
は
、
文
化
大
革
命
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
完
全

に
壊
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
文
化
大
革
命
の
終
鷲
は
、
単
に
毛
沢
東
の

識
人
全
体
が
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
を
欠
い
て
き
た
ツ
ケ
な
の

で
す

G

新
し
い
時
代
に
対
す
る
深
い
認
識
が
な
い
ま
ま
、
支
配
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

u
現
代
化
と
錯
覚
し
た
の
で
す
。

こ
れ
が
、
六

・
四
事

件

こ

九
八
九
年
六
月
四
日
の
天
安
門
事
件
)

に
至
っ
て
、
い
っ
ぺ
ん
に
露
呈
し
ま
し
た
c

も
し
も
本
当
に
、
新
し
い

時
代
が
現
代
化
の
道
を
進
ん
で
い
た
の
な
ら
、
六

・
四
の
よ
う
な
事
件

が
起
こ
る
わ
け
が
な
い
》
そ
こ
で
中
国
の
知
識
人
は
、
六

・
四
事
件
以

後
、
た
ち
ま
ち
「
'矢
語
症
」
に
陥
り
ま
し
た
。

八

0
年
代
末
に
、
中
国
の
テ
レ
ビ
番
組
に
「
河
蕩
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
番
組
の
テ
i
マ
は
、
「
黄
色
文
明
(
伝
統
中
国
文
明
)

か
ら
藍
色
文
明

(
新
た
な
海
洋
文
明
)
へ
」
と
い
う
、
と
て
も
楽
観
的

な
も
の
で
、
方
向
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
八

0
年
代

末
J
九

0
年
代
に
な
ご
し
、
中
国
は
社
会
発
展
の
方
向
を
見
失
っ
た
時

代
に
さ
し
か
か
っ
た
と
い
・つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
・
つ
こ

と
に
心
の
準
備
が
な
か
う
た
と
レ
う
点
で
は
、
日
本
と
似
て
い
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

橋
爪

現
代
中
国
を
つ
く
コ
た
の
は
、
二
人
の
天
才
的
な
政
治
指
導

者
、
毛
沢
東
と
郡
小
平
で
す
c

天
才
的
な
の
は
、
毛
沢
東
が
農
民
を
革
命

の
主
役
に
す
え
た
こ
と
、
郡
小
平
が
市
場
経
済
と
共
産
党
の
政
権
を
両

立
さ
せ
た
こ
と
で
す
ご
小
康
」
辻
、市
場
経
済
と
共
産
党
政
権
と
が
本

当
に
い
つ
ま
で
も
両
立
す
る
の
か
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
て
い
ま
す
，

戦
後
の
日
本
も
、
文
化
大
革
命
の
あ
と
の
中
国
の
八

0
年
代
と
似
た

経
験
を
し
た
と
思
い
ま
す

v

経
済
に
集
中
し
て
、
高
度
成
長
を
と
げ
だ

り
け
で
寸
が
、
市
場
1
市
場
、
だ
け
で
先
日
目
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ハ
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す
。
そ
の
背
後
に
は
、
政
治
と
軍
事
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の

場
合
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
が
保
障
し
た
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
が
核
兵
器

を
持
ち
、
日
本
に
基
地
を
置
き
、
日
本
の
国
家
の
枠
組
み
を
決
め
て
い

た
。
だ
か
ら
、
経
済
に
集
中
で
き
た
の
で
す
。
中
国
の
場
合
、
ソ
連
が

そ
の
役
目
を
し
て
く
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
中
国

は
核
兵
器
を
も
ち
、
中
国
人
民
解
放
軍
と
共
産
党
が
、
こ
の
経
済
を
保

障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
日
本
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
か
ら
民
主
主
義
を
受
け
入
れ
て
、
自

立
す
る
こ
と
が
曲
が
り
な
り
に
も
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
農

民
が
戦
後
、
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
と
と
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
中

国
の
場
合
、
農
民
の
人
口
が
七

O
%以
上
で
す
か
ら
、
た
だ
ち
に
民
主

化
を
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
で
す
か
ら
、
都
小
平
は
大
変
賢
明
な

方
法
を
と
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
す
が
、
中
国
の
知
識
人
が
都
市
で

世
界
の
水
準
に
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
こ
と
と
、
中
国
の
農
民
が
彼
ら

の
現
実
に
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
こ
と
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
大
変
に
大

き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

王
中
国
に
は
現
在
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
式
が
理
想
だ
と
す
る
意
見
が

あ
り
ま
す
。
政
治
的
に
は
強
力
な
統
制
、
経
済
的
に
は
高
度
成
長
を
目

指
す
。
中
国
は
広
大
で
地
域
格
差
が
大
き
く
、
多
く
の
農
民
、
都
市
の

か
な
り
の
人
び
と
も
含
め
、
民
主
主
義
の
素
地
が
欠
け
て
い
る
。
そ
こ

で
一
定
の
期
間
、
専
制
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ

を
中
国
で
は
、
「
新
権
威
主
義
」
と
呼
び
、
八

0
年
代
中
期
か
ら
そ
の

傾
向
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
当
面
ど
う
す
れ
ば
「
小
康
一
が

得
ら
れ
る
か
だ
け
を
考
え
る
、
視
野
の
狭
い
発
想
で
す
。

受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
す
c

他
方
、
中
国
は
鎖
国
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
大
き
な
帝
国
で
し
た
ο

帝
国
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
な
か
に
沢
山
の

民
族
が
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
ひ
と
つ
の
中
国
と
い
う
国
だ
と
は
意
識

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
れ
で
す
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
ま

で
に
時
間
が
か
か
っ
た
し
、

中
国
と
い
う
国
家
を
確
立
し
よ
う
と
い
う

努
力
は
、

い
ま
も
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

昔
は
中
国
は
帝
国
で
、
そ
こ
で
の
知
識
人
の
役
割
は
、
帝
国
と
し
て

の
支
配
を
健
全
化
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
今
は
、
中
国
と
い
う
ひ
と
つ
の

国
民
国
家
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
健
全
な
方
向
を
与
え
る
と
い
う
役
割

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
?

王
伝
統
的
に
中
国
は
、
中
国
と
い
う
中
心
と
周
辺
の
地
域
と
が
不

|
平
等
な
関
係
で
し
た
か
ら
、
一
種
の
鎖
国
で
し
た
。
近
代
化
と
は
、
こ

グ
ロ

1
パ
リ
ぜ
l
シ

儲
の
閉
じ
た
中
国
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
、
「
全
球
化
ー
一
の
過
程
に
入
り

M

こ
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
地
球
に
は
、
中
国
の
ほ
か
に
も
様
々

捕
な
、
中
国
よ
り
も
っ
と
強
い
、
文
化
も
ず
っ
と
優
秀
な
国
家
が
あ
る
と

仰
い
う
現
実
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
近
代
を
境
に
、
グ
ロ
|

吋
パ
ル
化
す
る
前
と
そ
の
後
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
時
代
で
あ
っ
て
、
中

し
た
い
ふ

化
国
の
知
識
人
が
果
た
す
役
割
も
、
「
士
大
夫
」
(
中
国
の
伝
統
的
な
官
僚

銅
知
識
層
の
総
称
)
と
し
て
の
知
識
人
と
近
代
中
国
の
知
識
人
と
は
ま
っ

-
，

た
く
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
二
種
類
の
人
間
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

俊民耕
そ
の
際
、
新
し
い
知
識
人
階
層
の
形
成
と
、
彼
ら
の
「
私
は
誰

一
、
か
?
」
と
い
う
自
己
認
識
と
が
、
同
時
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ

仰
の
過
程
で
、
中
国
伝
統
の
士
大
夫
の
思
想
が
、
非
常
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
わ
け
で
す
。
五
・
四
運
動
(
第
一
次
大
戦
後
の
一
九
一
九

政
治
的
な
面
の
改
革
は
ゆ
っ
く
り
で
、
経
済
成
長
は
早
い
た
め
、
健

康
的
な
経
済
秩
序
を
確
立
す
る
の
が
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
た
と
え
ば

固
有
企
業
の
経
営
不
良
と
失
業
問
題
で
す
。
経
済
の
競
争
が
激
し
い

と
、
良
貨
は
駆
逐
さ
れ
、
か
え
っ
て
悪
貨
が
は
び
こ
る
。
現
在
の
中
国

で
は
、
「
優
勝
劣
敗
し
と
な
ら
ず
に
、
「
優
不
勝
、
劣
不
敗
」
「
優
敗
劣

勝
」
と
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
そ
れ
に
農
村
問
題
、
治
安
の
悪

化
、
教
育
問
題
を
含
む
文
化
の
問
題
も
深
刻
で
す
。

改
革
開
放
の
方
向
は
い
い
と
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
進
む
か
で
す
。
そ

れ
に
は
ま
ず
は
っ
き
り
国
情
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
近
代
以

降
の
積
み
重
な
っ
た
歴
史
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
今
後
を
考
え
る
の
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
確
立
と
と
も
に
こ
う
し
た
歴
史

や
現
実
へ
の
認
識
が
欠
落
し
た
ま
ま
、
目
標
も
な
い
ま
ま
歩
き
出
し
て

し
ま
-っ
た
。
中
国
の
思
想
界
・
学
術
界
が
、
九

0
年
代
に
な
っ
て
か

ら
、
こ
ぞ
っ
て
過
去
百
年
の
中
国
近
代
史
を
ふ
り
返
っ
て
い
る
の
は
そ

の
た
め
で
す
。

現
代
社
会
と
知
識
人

i
l
g
「
士
大
夫
」
意
識
か
ら
の
脱
却

橋
爪
日
本
の
場
合
、
近
代
化
と
は
明
治
以
来
、
日
本
と
い
う
国
民

国
家
を
つ
く
る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
、
わ
り
あ
い
簡
単
だ
っ
た
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
の
前
、
三
百
年
に
わ
た
っ
て
、
日
本
は
鎖
国
を
し

て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
で
か
え
っ
て
外
国
を
意
識
し
、
日
本
を
意
識

し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
開
国
の
あ
と
、
す
ぐ
に
国
家
と
い
う
概
念
を

年
)
の
こ
ろ
に
は
、
中
国
の
現
代
文
化
が
形
成
さ
れ
始
め
て
、
そ
の
基

本
観
念
に
お
い
て
、
知
識
人
は
社
会
精
神
の
指
導
者
の
役
割
を
担
っ

た
。
国
民
党
に
せ
よ
、
中
国
共
産
党
に
せ
よ
、
設
立
当
時
は
知
識
人
が

大
部
分
で
し
た
c

知
識
人
は
社
会
思
想
・
文
化
の
指
導
者
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
社
会
全
体
の
政
治

・
発
展
の
指
導
者
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

た
。
さ
き
ほ
ど
の
ベ
た
「
強
国
夢
」
に
し
て
も
、
近
代
中
国
の
知
識
人

が
生
み
出
し
た
も
の
な
の
で
す
。

溶
解
す
る
知
識
人
の
役
割

1

1

現
代
化
と
文
化
的
伝
統
の
断
絶

九

0
年
代
の
初
め
に
な

っ
て
、
知
識
人
自
身
の
問
題
を
ふ
り
返

る
こ
と
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
近
代
以
降
の
過
程
で
果
た
し
た
役
割
を

反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
の
で
す
。
近
代
か
ら

九

0
年
代
初
め
ま
で
の
百
年
間
、
中
国
の
知
識
分
子
は
、
政
府
と
密
接

な
関
係
を
保
ち
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
役
割
は
と
て
も
大
き
か
っ

た
。
そ
の
結
果
、
中
国
の
知
識
分
子
は
ま
す
ま
す
独
立
思
考
の
能
力
を
失

い
、
中
国
の
社
会
問
題
を
捉
え
る
感
覚
が
鈍
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
日
本
も
含
め
、
現
代
化
の
程
度
が
高
い
社
会
に
つ
い
て

は
、
知
識
人
と
い
う
独
立
の
階
層
が
は
た
し
て
あ
る
の
か
ど
う
か
、
は

っ
き
り
と
し
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
い
か
に
も
知
識
人
の
よ
う
に

み
え
る
人
か
ら
、
こ
こ
に
は
も
う
独
立
の
知
識
人
の
階
層
な
ど
な
い
よ

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
去
年
、
台
湾
に
行
っ
た
と
き
も
、
知
識
人
の
役
割

に
関
し
て
は
、
台
湾
の
多
く
の
人
び
と
は
と
て
も
悲
観
的
で
し
た
。

で
も
、
社
会
が
現
代
化
し
て
合
理
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す

王
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批
判
的
な
思
想
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
機
能
は
、
か
つ
て
日
本
で

も
六

0
年
代
く
ら
い
ま
で
は
知
識
人
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
で
す
か
?
九

0
年
代
の
日
本
で
、
こ
う
し
た
機
能
は
一
体
誰

が
果
た
す
の
で
す
か
?

橋
爪
戦
後
日
本
の
知
識
人
に
は
、
大
き
く
わ
け
で
、
三
種
類
の
人

び
と
が
い
る
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
官
僚
。
普
通
は
知
識
人
の
範
曙
に
入
れ
ま
せ
ん
が
、
実
質
的

に
日
本
の
国
家
の
意
思
決
定
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
人
び
と
で
す
。

彼
ら
に
は
、
権
力
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
個
人
の
自
由
な
活
動

も
、
自
分
の
意
見
を
自
由
に
発
表
す
る
こ
と
も
、
実
の
と
こ
ろ
認
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
実
は
、
専
門
知
識
も
そ
ん
な
に
な
い
の
で
す
。

第
二
に
、
大
学
や
企
業
の
研
究
所
で
研
究
を
し
て
い
る
、
自
然
科
学

の
研
究
者
た
ち
。
彼
ら
は
専
門
化
し
て
い
る
の
で
、
全
体
の
こ
と
が
わ

か
り
ま
せ
ん
。

第
三
に
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
人
」
と
言
わ
れ
て
い
る
、
主
に
人
文
・

社
会
科
学
系
の
人
び
と
。
彼
ら
は
新
聞
や
『
世
界
』
な
ど
の
雑
誌
に
原

稿
を
書
い
た
り
し
て
世
論
を
つ
く
り
ま
す
。
だ
か
ら
世
間
に
名
前
を
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
影
響
力
は
あ
ま
り
な
い
。

八

0
年
代
に
、
こ
の
第
三
の
知
識
人
の
な
か
に
、
変
化
が
起
こ
っ

た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
知
識
の
商
品
化
L

で
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は

も
う
古
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
雑
誌
に
載
っ
て
売
れ
る
知
識
こ
そ
正

し
い
と
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
派
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

で
も
そ
の
風
潮
も
、
一
九
九
一
年
に
湾
岸
戦
争
が
起
こ
っ
て
終
息
し

た
。
そ
の
と
き
自
衛
隊
を
中
東
に
派
遣
す
る
か
ど
う
か
議
論
に
な
っ

橋
爪
そ
こ
で
、
王
さ
ん
が
提
唱
さ
れ
た
一
人
文
精
神
」
で
す
け
れ

ど
も
‘
中
国
で
は
近
代
、
い
や
そ
れ
以
前
か
ら
、
知
識
人
の
役
割
を
認

め
て
い
ま
し
た
。
い
ま
、
そ
の
役
割
を
も
う
一
因
果
た
そ
う
、
と
い
う

の
が
人
文
精
神
だ
と
受
け
と
め
ま
し
た
。
た
だ
し
、
日
本
で
「
人
文
精

神
一
と
言
え
ば
、
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
の
人
文
主
義
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
ま
す
。

王
イ
タ
リ
ア
の
文
芸
復
興
は
、
宗
教
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
キ
リ

ス
ト
教
が
人
間
の
欲
望
を
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、
人
間
の
欲
望
の
合

理
性
を
肯
定
し
、
世
俗
の
価
値
を
強
調
す
る
も
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
人
文
精
神
の
概
念
を
討
論
し
た
と
き
の
意

図
は
、
こ
れ
と
違
い
ま
す
。
中
国
で
は
近
代
以
来
、
中
国
の
あ
ら
ゆ
る

l

現
代
文
化
は
、
「
強
国
夢
」
も
含
め
、
政
治
・
経
済
・
社
会
危
機
に
対

御
応
す
る
も
の
で
、
強
烈
な
現
実
指
向
性
を
帯
び
、
具
体
的
な
問
題
に
対

M

応
し
よ
う
と
い
う
功
利
性
が
強
か
っ
た
。

一
向
も
と
も
と
中
国
の
伝
統
文
化
は
、
功
利
性
が
強
い
。
そ
こ
へ
共
産
主

仰
義
の
理
想
が
加
わ
っ
て
、
両
者
が
互
い
に
牽
制
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

的

革
命
の
神
話
が
崩
壊
し
た
あ
と
、
み
な
共
産
主
義
を
信
じ
な
く
な
り
、

ι
八

0
年
代
初
め
こ
の
か
た
、
大
部
分
の
人
び
と
は
、
自
分
の
眼
前
の
物

錦
質
的
利
益
(
サ
ラ
リ
ー
や
住
居
な
ど
)
に
し
か
関
心
を
持
た
な
く
な
っ

ゾ

た
。
多
大
な
人
口
を
擁
す
る
広
大
な
中
国
で
、
人
び
と
を
つ
な
ぐ
も
の

織
は
あ
や
ふ
や
な
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
で
し
か
な
い
の
で
す
。
と
の
た
め
、

一
・、中
国
社
会
は
と
て
も
脆
弱
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
実

日
問
題
は
、
い
わ
ば
こ
の
功
利
性
の
行
き
過
ぎ
に
帰
着
し
ま
す
。

3

わ
れ
わ
れ
が
人
文
精
神
を
討
論
し
た
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

こ、っ

て
、
知
識
人
の
間
で
、
憲
法
が
あ
る
か
ら
自
衛
隊
を
送
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
い
や
、
日
米
安
保
条
約
が
あ
る
か
ら
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
議
論
が
起
こ
り
、
決
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
と
き
ポ
ス

ト
・
モ
ダ
ン
の
多
く
の
人
び
と
は
、
急
に
憲
法
が
大
事
だ
と
言
い
出

し
、
戦
争
の
放
棄
と
軍
隊
を
持
た
な
い
と
書
い
て
あ
る
以
上
、
派
兵
に

は
反
対
と
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
彼
ら
が
さ
ん
ざ
ん
時
代
遅
れ
だ

と
言
っ
て
い
た
社
会
党
や
日
本
共
産
党
と
同
じ
で
す
。
そ
こ
で
み
ん
な

は
失
望
し
て
、
こ
ん
な
人
び
と
に
国
の
将
来
を
任
せ
ら
れ
な
い
と
思
い

ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
、
誰
が
彼
ら
に
代
わ
っ
て
新
し
い
議
論
を
つ
く
る
の

か
と
い
う
と
、
混
乱
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
ね
。

た
し
か
に
日
本
に
お
い
て
、
近
代
化
の
過
程
で
知
識
人
の
役
割
は
大

き
か
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
ま
ず
日
本
で
は
、
伝
統
的
な
知
識
人

の
あ
り
方
が
違
い
ま
し
た
。
日
本
の
伝
統
的
知
識
人
と
は
武
士
で
す
。

武
士
は
戦
争
が
強
け
れ
ば
よ
く
、
あ
ま
り
本
を
読
ま
な
く
て
も
よ
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
儒
教
の
正
統
論
に
影
響
さ
れ
て
、
江
戸
幕
府
を
倒
し
た

の
で
す
が
、
明
治
維
新
が
成
功
し
た
あ
と
、
彼
ら
は
中
国
の
本
を
読
ま

な
く
な
っ
て
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
本
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
武
士
と
い
う
階

級
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
、
知
識
人
は
大
学
、
即
ち
国
家
が
養
成
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
明
治
時
代
の
知
識
人

は
、
そ
れ
以
前
の
伝
統
を
ほ
と
ん
ど
受
け
継
い
で
い
ま
せ
ん
。

「
人
文
精
神
」
討
論
を
提
唱
し
て

|
|
功
利
性
に
対
抗
し
人
聞
の
尊
厳
へ

の
目
覚
め
を

し
た
状
態
を
改
め
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
い
ま
中
国
で
は

「誰
も
が
人
間
さ
L

と
い
う
物
言
い
が
流
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
背

後
に
は
人
間
は
誰
し
も
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
で
、
功
利
(
現
実

的
利
益
〉
や
世
俗
的
欲
望
を
考
え
て
当
然
だ
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
功
利
性
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
価
値
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
・
信
仰
の
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
に
討
論
し
ま
し
た
。
で
す
か

ら
人
文
精
神
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
文
主
義
と
違
う
も
の
で
す
。

中
国
で
は
、
文
化
大
革
命
が
終
わ
る
ま
で
と
て
も
貧
し
か
っ
た
。
改

革
開
放
が
進
む
に
つ
れ
、
外
国
の
事
情
が
分
っ
て
き
た
。
香
港
や
日
本

人
の
生
活
の
よ
さ
が
目
に
入
っ
て
く
る
と
、
世
俗
の
欲
望
に
火
が
つ
い

た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
正
常
な
こ
と
だ
と
思
う
し
、
「
あ
な
た
は
よ
い

生
活
を
す
る
べ
き
だ
。
貧
困
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
」
と
言
う
こ
と
も
、

方
向
と
し
て
は
正
し
い
。
問
題
は
、
寸
人
間
と
は
な
に
か
?
そ
れ
は

よ
い
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
」
、
と
い
う
ふ
う
な
偏
狭

な
理
解
し
か
し
な
い
こ
と
で
す
。
人
間
の
社
会
に
対
す
る
要
求
は
多
方

面
に
わ
た
る
も
の
な
の
に
「
よ
し
、
お
前
に
豊
か
な
生
活
を
さ
せ
て
や

る
。
た
だ
し
お
前
の
ほ
か
の
要
求
は
、
押
し
つ
ぶ
し
て
や
る
ぞ
。
家
も

収
入
も
自
家
用
車
も
恵
ん
で
や
る
が
、
お
前
の
尊
厳
や
自
由
は
与
え
て

や
る
も
の
か
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
と
は
、
よ
い
生
活
さ
え
過
ご

せ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
?
新
権
威
主
義
で
は
、
「
こ
ん
な
に
人

口
の
多
い
中
国
で
、
人
権
と
は
何
か
?
人
権
と
は
す
な
わ
ち
、
生
存

権
の
こ
と
だ
。
お
腹
一
杯
食
べ

、さ
せ
て
い
る
か
ら
、
も
う
人
権
が
あ
る

の
だ
ぞ
L

、
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
の
発
想
は
、
こ
う
し
た

人
間
に
対
す
る
と
て
も
狭
い
理
解
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
す
。
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新
市
民
」
の
誕
生
と
知
識
人
の
新
た
な
任
務

民
主
主
義
へ
の
移
行
?

王

ヘ

C
年
代
以
前
、
農
村
は
別

L

と
し
て
、
都
市
の
中
国
人
は
み
ん

な
国
家
か
ら
サ
ラ
リ
ー
を
も
ら
っ
て
い
た
c

改
革
開
放
以
降
、
都
市
に

新
し
い
階
層
が
現
れ
た

M

者
、
個
体
戸
(
自
営
業
者
)

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
か
ら
成
っ
て
い
る
c

こ
の
階
層
は
、
外
国
企
業
の
経
営
者
や
労
働

か
ら
、
売
春
婦
・
ポ
ン
引
き
に
い
た
る
ま

こ
れ
ら
の
人
び
と
に
共

通
な
点
は
、
収
入
が
直
接
国
家
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
は
彼
ら
の
こ
と
を
一
新
市
民
階
層
」
と
よ
ん
で
い
ま

T
O
彼
ら
は
お
し
な
べ
て
都
市
生
活
者
な
の
で
、
市
民
と
よ
ぶ
わ
け
で

す
、
そ
の
経
済
的
な
存
在
様
式
や
生
活
様
式
は
様
々
で
す
が
、
概
し
て

功
利
性
第
一
主
義
で
す
。
同
時
に
彼
ら
に
は
別
の
面
も
あ
っ
て
、
と
り

わ
け
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
は
、
視
野
が
広
く
、
世
界
性
の
あ
る
も
の
の

見
方
を
し
、
依
存
心
が
弱
い
・
こ
っ
ち
の
企
業
で
う
ま
く
い
か
な
け
れ

ば
、
あ

ぺ
ち
の
企
業
に
移
ろ
う
と
考
え
、
発
想
が
自
由
で
す
。

と
て
も
新
し
く
内
容
も
豊
か
で

-
-
の
新
市
民
階
層
の
考
え
方
は
、

す
ご
け
れ
ど
も
中
国
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
市
民
階

層
の
思
想
に
対
し
て
、
特
定
の
一
面
を
誇
張
し
た
描
写
し
か
せ
ず
、
残

り
の
面
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
合
そ
し
て
人
び
と
に
、

新
市
民
階
層
の

で
す
〉

社
会
に
対
す
る
要
求
は
、
物
資
面
し
か
な
い
と
い
う
錯
覚
を
与
え
る
の

こ
う
し
た
報
道
は
、
人
間
は
し
ょ
せ
ん
目
前
の
物
質
的
利
益
の

力
を
な
く
し
た
ひ
と
つ
の
大
き
な
原
因
は
、
功
利
性
を
追
求
す
る
あ
ま

リ
、
つ
ね
に
現
実
政
治
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
発
想
し
て
き
た
か
ら
で

す

こ

の
結
果
、
知
識
人
は
、
社
会
に
対
す
る
広
範
で
遠
く
を
見
通
し

た
思
考
力
と
独
立
性
を
失
い
、
背
骨
が
と
て
も
軟
弱
な
存
在
に
な
っ
て

L
ま
っ
た

i
J
}
で
私
は
、
知
識
人
に
一
般
の
功
利
的
な
こ
と
が
ら
よ
り
、

も

っ
と
遠
く
ま
で
見
通
せ
る
よ
う
な
精
神
力
を
も
っ
て
は
し
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
人
間
に
対
し
て
も
っ
と
全
面
的
な
理
解
が
、
社
会
全
体

の
人
び
と
に
も
だ
ん
だ
ん
に
拡
が
っ
て
い
く
こ
と
を
望
み
ま
す
。
人
閉

じ
対
す
る
理
解
が
定
ま
れ
ば
、
社
会
発
展
の
道
の
目
標
を
選
択
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の

橋
爪
こ
の
人
文
精
神
が
、
知
識
人
か
ら
始
ま
っ
て
、
新
し
い
市
民

階
層
や
人
び
と
の
あ
い
だ
に
広
ま
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
経
済
だ
け
で
は

な
く
て
、
文
化
や
政
治
や
国
際
関
係
な
ど
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
、
中

国
乃
人
び
と
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
決
定
し
た
ら
い
い

か
と
い
う
方
針
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。
そ

れ
は
民
主
主
義
へ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

王

こ
の
点
、
中
国
と
日
本
は
異
な
り
ま
す
。
日
本
は
戦
後
、
民
主

主
義
を
受
け
入
れ
た
国
家
で
す

3

中
国
人
に
は
こ
の
伝
統
が
足
リ
ま
せ

んュ

中
国
の
惇
史
・
文
化
伝
統
の
な
か
に
、
こ
の
方
面
の
資
源
が
と
て

ら
少
な
い
の
た
と
A

八ぽ
、
孫
文
は
三
民
主
義
を
唱
え
自
由
を
唱
え
ま
し

た
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
の
自
由
は
国
家
の
自
由
で
あ
り
、
全
世
界

-
の
な
か
で
の
中
国
国
家
の
自
由
だ
、
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
の
自
由
の

た
め
に
は
個
人
の
自
由
は
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ο

こ
れ
が
三

民
主
義
だ
と
い
う
わ
け
で
す

-J

満
足
今
一
求
め
る
存
在
で
し
か
な
い
と
錯
覚
さ
せ
て
し
ま
う
。

「
新
市
民
階
層
一
と
い
う
場
合
の
一
市
民
」
を
、

橋
爪

ー全球1ヒηなかの知識人の役事j今一'-':'J.
，、Jo:i'J..::313 --_. 

王
さ
ん
は
、

公
務
員
で
は
な
い
民
間
の
人
と
い
う
意
味
で
使
三
」
い
ま
す
が
、

別
法
ほ
中
国
で
ご
く
一
般
的
な
も
の
な
の
で
す
か
?

王

ほ
か
に
適
当
な
概
念
を
思
い
っ
か
な
い
も
の
で
す
か
ら
c

中
国

で
は
、
か
つ

て
は
一
小
市
民
」
と
い
う
用
語
が
あ
り
、
田
氏
め
る
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
使
っ
て
い
た

円一

も
と
も
と
中
国
の
都
市
生
活
者
の
区
分
は
、
工

場
労
働
者
、
幹
部
、
教
員
、
職
員
と
い
っ
た
具
合
に
職
業
に
よ
る
も
の

と
こ
ろ
が
ご
く
最
近
に
な
っ
て

こ
の

で、

「
市
民
L

の
概
念
は
な
か
っ
た
。

新
し
い
タ
イ
プ
の
人
ひ
と
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
、

職
業

は
さ
て
お
き
、

国
家
機
関
に
属
さ
ず
国
家
か
ら
サ
ラ
リ
ー
を
も
ら

っ
て

い
な
い
都
市
生
活
者
の
こ
と
を

「
市
民
」

す
。
こ
れ
に
は
毘
め
る
意
味
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
言
葉
で
す
。

知
識
人
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
大
部
分
は
、

と
呼
ぶ
ヲ
}
と
に
し
た
の
で

や
は
り
国
家
の
サ
ラ
リ
ー

を
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
「
市
民
一
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

イ
ン
デ
ベ
ン
デ
ン
卜
系
の
映
画
監
督
と
か
、

フ
リ
1
ラ
ン

ス
の
も
の
書
き
ゃ
、

ア

レ

ピ
映
像
作
家
と
か
は
、

一，市
民
一

に
含
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
ま

だ
ご
く
少
数
で
す
。

を
、橋

爪

人
文
精
神
に
は
、
改
革
開
放
以
後
に
現
れ
た
新
し
い
人
び
と

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
歪
め
て
伝
え
て
い
る
の
を
、

も
っ
と
正
し
く
見

て
、
人
間
と
い
う
の
は
こ
ん
な
に
豊
か
な
、

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
持
つ

は
っ
き
り
見
つ
め
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た

で
は
、
人
文
精
神
は
知
識
人
だ
け
が
そ
な
え
れ

人
文
精
神
を
め
ぐ
る
討
論
は
知
識
人
だ
け
が
参
加
す
る
、
知

識
人
だ
け
の
運
動
な
の
で
し
ょ
う
か
?

王
ま
ず
は
知
識
人
に
対
す
る
も
の
で
す
。
知
識
人
が
強
靭
な
思
考

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
っ

ば
よ
く
、

そ
こ
で
の
功
利
と
は
国
家
全
体
の
利
益
で
す
か
ら
、
個
人
の
自
由
ぞ

民
主
と
い
っ
た
も
の
は
、
と
て
も
弱
い
つ
こ
う
い
っ
た
状
況
で
は
、
現

代
の
中
国
人
は
、
民
主
を
二
次
的
な
位
置
に
毘
め
る
で
し
ょ
う
。
こ
う

い
う
状
況
で
民
主
意
識
を
ど
う
確
立
す
れ
ば
よ
い
の
か
?

文
化
の
範
時
で
い
え
ば
、
思
想
の
多
元
化
、
即
ち
様
々
な
思
想
を
自

由
に
交
流
さ
せ
、
討
論
し
、
論
争
す
る
こ
と
が
大
事
で
す

c

し
か
し
こ

れ
ま
で
中
国
の
知
識
人
に
は
異
論
に
耳
を
傾
け
る
習
慣
が
欠
け
て
い
ま

し
た
。
異
質
な
人
間
と
対
等
な
討
論
を
す
る
こ
と
が
不
得
手
で
、
ま
ず

相
手
の
話
を
聞
い
て
か
ら
討
論
す
る
と
い
う
雰
囲
気
に
乏
し
い
包
こ
れ

は
民
主
主
義
の
意
識
の
欠
落
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
民
主
主
義
は
単
に

政
治
の
問
題
で
は
な
く
、
ま
ず
は
思
想
の
問
題
な
の
で
す
。

中
国
の
民
族
主
義
の
い
ま

ー
;
「
ノ
!
と
言
え
る
中
国
L

現
象
を
ど
う
と
ら
え
る
か
?

橋

爪

グ

ロ

l
パ
リ
ゼ
!
シ
ヨ
ン
が
進
む
こ
の
時
代
に
、
ど
の
よ
う

に
し
て
世
界
と
調
和
し
つ
つ
自
分
の
国
の
進
路
を
み
つ
け
て
い
く
か
?

こ
れ
が
い
ま
の
最
大
の
世
界
的
テ
l
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
大
き

ナ
シ
ヲ
ナ
サ
ズ
ム

な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
の
は
、
民
族
主
義
の
問
題
で
す
。

日
本
に
と
っ
て
民
族
主
義
は
、
ほ
か
の
民
族
を
排
除
し
戦
争
に
つ
な

が
う
た
た
め
、
快
か
ら
ぬ
記
憶
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
ま
す
。
中
国
の

場
合
は
、
多
く
の
民
族
問
題
を
か
か
え
、
中
国
の
民
族
主
義
の
行
き
過

ぎ
を
懸
念
す
る
周
辺
国
も
あ
り
ま
す
。
民
族
主
義
に
ど
の
よ
う
な
か
た

ち
を
与
え
る
か
が
課
題
で
す
ら

王

中

国

に
は
も
と
も
と
、
民
族
主
義
の
よ
ろ
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
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ん
で
し
と
そ
の
か
わ
り
、
古
代
か
ら
一
貨
安
一
ぐ
い
爪
(
夷
扶
と
中
華
の

区
別
了
ど
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
こ
の
区
別
は
人
種
の
生
理
的
特
徴

で
な
く
、
文
化
に
基
づ

JJ
U
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
中
国
に
は
た
く

さ
ん
の
少
数
民
族
が
あ
り
ま
す
が
、
中
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
れ
ば
、

外
国
人
で
も
中
国
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
清
朝
の
支
配
民

族
だ
っ
た
満
洲
族
は
ザ
で
の
典
型
的
な
例
で
し
ょ
う
ν

彼
ら
は
漢
族
で
は

な
い
け
れ
ど
、
自
分
を
中
国
人
と
思
っ
て
い
る
。

中
国
の
以
前
町
一民
族
主
義
は
、
中
国
と
外
国
の
文
化
の

v
ヴ
ェ
ル
が

同
じ
で
な
レ
と
い
う
見
方
を
優
劣
意
識
に
置
き
換
え
た
と
い
う
点
は
、

現
代
り
民
族
主
義
と
同
様
の
よ
く
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
人
を
皮
膚
や

頭
髪
内
色
な
ど
と
い
っ
た
人
種
で
は
な
く
て
文
化
や
精
神
的
価
値
に
よ

ワ
て
み
る
と
こ
ろ
は
よ
い
点
で
す

G

近
代
以
後
に
形
成
さ
れ
た
中
国
の
民
族
主
義
は
、
国
が
ば
ら
ば
ら
に

さ
れ
る
と
レ
う
恐
れ
の
な
か
で
、
古
い
民
族
主
義
を
改
編
し
て
形
成
さ

れ
た
も
の
で
す
。
ご
の
民
族
主
義
に
は
二
つ
特
徴
が
あ
っ
て
、
ひ
と
つ

は
外
国
と
の
対
抗
性
。
民
族
主
義
と
は
、
外
国
の
侵
略
に
抵
抗
す
る
も

り
と
さ
れ
た
c

も
う
ひ
と
つ
は
政
治
性
。
民
族
主
義
は
、
「
強
国
夢
」

'
フ
チ
ア
ン

と
つ
な
が
っ
て
、
「

図
強
(
強
国
を
め
ざ
す
)
」
を
主
な
目
標
と
し
て
い

ま
す
c

中
国
が
弱
い
の
は
、
中
国
の
政
治
統
治
が
だ
め
だ
か
ら
だ
と
考

え
、
民
族
主
義
を
革
命
の
推
進
力
と
し
ま
す
。
毛
沢
東
は
一
九
四
九
年

一
O
月
一
日
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
式
典
に
お
い
て
、
最
初
に
「
中

国
人
民
は
い
ま
立
ち
上
が
プ
た
ぞ
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
、
も
は
や
外

国

μ
馬
誌
に
さ
れ
な
い
ぞ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
ろ
し
て
、
民

族
主
義
が
革
命
の
ひ
と
つ
の
理
由
と
さ
れ
る
。
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も
育
ち
・
ま
し
た

J

た
だ
、
い
ま
は
、
九

0
年
代
で
す
占
資
本
と
技
術
の

ほ
か
に
、
情
報
も
入
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
閉
じ
た
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
昔
に
く
ら
べ
る
と
育
ち
に
く
い
。
こ
れ
は
、
安
心
で

き
る
面
で
す
。

そ
の
い
っ
ぽ
，
つ
で
心
配
な
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
中
国
の
い
わ

ゆ
る
「
五
独
{
台
湾
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ウ
イ
グ
ル
、
カ
ザ
フ
、
モ
ン
ゴ
ル

の
独
立
ご
問
題
へ
の
懸
念
で
す
ふ
こ
の
間
題
が
今
後
深
刻
に
な
る
と
、

中
国
と
し
て
は
、
団
結
と
政
治
的
な
統
一
を
維
持
す
る
た
め
に
、
中
国

ー
の
愛
国
心
に
訴
え
て
、
政
治
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
は
、
当
然
、
副
作
用
が
あ
り
ま
す
む

王

こ
の
問
題
は
、
と
て
も
復
雑
で
す
。
中
国
国
内
の
感
覚
か
ら
言

え
ば
、
台
湾
問
題
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
c

台
湾
問
題
は
、
は
ん
ら
い

民
族
問
題
で
は
な
く
、
政
治
問
題
、
即
ち
国
民
党
と
共
産
党
の
問
題
で

す
。
ど
ち
ら
の
党
も
、
一
中
国
L

の
概
念
に
立
っ
て
い
ま
ず
か
ら。

け

れ
ど
も
、
台
湾
独
立
を
唱
え
る
台
湾
人
の
勢
力
が
出
て
く
る
と
、
こ
の

民
族
主
義
は
激
し
い
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
こ
の
民
族
主
義

人
物
戦
後
政
治

首

B
6
判

・
上
製
カ
パ

1

・
二
回
。
一員

本
体

1
5
0
0円

1e官

九

0
年
代
に
な

ゥ
て
か
ら
、
人
び
と
の
心
理
と
民
族
主
義
と
の
距
離

は
、
か
な
り
遠
く
な
り
ま
し
た
a

昨
今
の
中
国
人
、
と
り
わ
け
都
市
の

大
部
分
の
人
び
と
は
、
外
国
を
羨
ん
で
い
る
。
外
国
の
ほ
う
が
中
国
よ

り
も
い
い
と
思
っ
て
き
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
知
識
人
は
、
民
族
主
義
を
現
代
中
国
社
会
の
最
重
要
課
題

と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん

-u

中
国
に
問
題
が
多
い
の
は
、
中
国
社
会
そ
の

も
の
の
問
題
に
由
来
す
る
も
の
で
、
民
族
主
義
だ
け
で
解
釈
な
ど
で
き

な
い
ご
と
に
、
は

F
J

き
り
と
気
づ
い
た
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け

で
、
い
ま
の
中
国
に
と
ッ
て
、
民
族
主
義
の
実
質
的
な
影
響
力
は
大
き

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
外
で
は
、
一1
中
国
可
以
説
不
へ
ノ
!
と
言
え
る
中
国
ど
と
い
う
本

の
国
内
で
の
反
響
を
過
大
評
価
す
る
向
き
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
中
国

の
知
識
界
は
こ
の
本
に
な
ん
ら
反
応
を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
取
る
に

足
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
な
の
で
す
。

橋
爪
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
、
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
い
ろ
い

ろ
心
配
す
る
国
々
で
、

可
中
国
可
以
説
不
L]

と
い
う
本
が
話
題
に
な
ワ

た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
心
配
の
し
す
ぎ
と
い
う
わ
け
で
す
か
?

は
い
、
そ
の
通
り
で
す
。

王他
者
へ
の
ま
な
ざ
し

。
台
湾
問
題
と
少
数
民
族
問
題

橋
爪
中
国
は
、
改
革
開
放
で
外
国
か
ら
技
術
と
資
本
を
入
れ
て
経

済
を
発
展
さ
せ
る
と
決
め
た
。

日
本
も
明
治
維
新
の
あ
と
、
外
国
か
ら

技
術
と
資
本
を
導
入
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
強
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
最
初
の
矛
先
は
、
中
国
大
陸
に
で
は
な
く
台
湾
の
国
民
党
に
向
か
い

ま
す
。
台
湾
の
国
民
党
は
、
な
が
ら
く
台
湾
の
本
省
人
を
抑
圧
し
て
き

た
。
最
近
、
侯
孝
賢
監
督
の
司
悲
情
城
市
』
と
い
う
台
湾
映
画
を
観
ま

し
た
。
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
民
族
主
義
は
そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
J

り

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
外
省
人
に
抑
圧
-
さ
れ
て
き
た
い
ま
の
台
湾
の
マ
イ

ナ
ス
の
側
面
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
υ

た
だ
し
外
省
人
排
除
の
発
想

に
つ
な
が
る
偏
狭
な
民
族
主
義
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
問
題
に
は
楽
観
的
で
す
。
台
湾
の
民
族
主
義

に
は
歴
史
的
原
因
が
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
時
期
に
な
る
と
、
奇
形
的
な

マ
イ
ナ

ス
の
面
は
次
第
に
な
く
な
っ
て
い
く
。
台
湾
と
大
陸
と
の
母
済

的
な
結
び
つ
き
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
る
い
ま
、
民
族
主
義
を
強

調
す
る
あ
ま
り
、
大
陸
と
の
関
係
が
切
れ
る
と
な
る
と
、
台
湾
の
大
部

分
の
人
び
と
の
経
済
的
利
益
に
、
直
接
影
響
す
る
。

グ
ロ

1
パ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン
の
過
程
で
、
歴
史
が
こ
れ
ま
で
封
印
し
て

き
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
噴
出
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
グ
ロ
!

バ
リ
ズ
ム
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
取
り
残
さ
れ
た
歴
史
の
残
り
カ
ス
な

‘V 

L 
E 

「
政
治
記
者
は
誰
で
も
初
め
は
時
の
首
相
の
動
静
を
日
が
な

一
日
追
い
か
け

る
こ
と
か
ら
仕
事
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
一
九
六
一
年
に
政
治
部
員
に
な
っ

た
私
の
場
合
は
、
池
田
勇
人
首
相
だ
っ
た
c

e
一i
i
政
治
記
者
三
五
年
の
著
者

が
か
ぶ
り
つ
き
で
見
た
政
治
家
た
ち
の
表
と
裏
。
人
間
的
要
素
と
政
治
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
ど
う
関
わ
る
の
か
ら
池
田
勇
人
、
佐
藤
栄
作
か
ら
菅
直
人
ま

で
‘

岩波書庖



司

人
類
が
ま
す
ま
す
交
流
を
深
め
て
い
け
ば
、

問
題
は
軽
減
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

の
で
す
。

こ
う
し
た
民
族
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民
族
主
義
が
政
治
の
特
定
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

あ
る
政
治
勢
力
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
側
面
で
す
。

チ
ベ
ッ
ト
、
新
彊
の
問
題
も
や
は
り
、
歴
史
の
積
み
残
し
た
問
題
で

す
。
で
も
社
会
全
体
に
対
す
る
こ
の
問
題
の
影
響
は
大
き
く
な
い
で
し

ょ
う
。
中
国
社
会
の
全
体
的
発
展
が
良
性
の
発
展
経
路
を
た
ど
れ
ば
、

こ
う
し
た
問
題
は
、
局
部
的
な
問
題
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

も
の
に
多
く
の
問
題
が
あ
る
な
ら
、

と
な
る
か
、

中
国
社
会
そ
の

導
火
線

こ
う
し
た
民
族
問
題
は
、

に
な
る
で
し
ょ
う
。

橋

爪

中

国

が

解

決

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

問
題
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
問
題
と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
?

ま
ず
、
中
国
の
近
代
以
来
の
文
化
と
社
会
の
発
展
に
つ
い
て
の

こ
れ
は
中
国
の
現
実
の
よ
っ
て
き
た
る
所
を
理
解
す
る
上

そ
う
す
る
と
、

民
族

王
反
省
で
す
。

で
重
要
で
す
。

第
二
に
、

社
会
の
発
展
目
標
を
選
択
し
、

理
解
は
偏
狭
で
な
く
全
面
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

を
追
求
す
る
だ
け
の
動
物
の
よ
う
に
み
る
い
ま
の
見
方
を
打
破
し
な
け

設
計
す
る
際
に
、

人
間
の

人
間
を
物
質
的
利
益

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
三
に
、

社
会
の
進
歩
・
発
展
の
基
準
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

レ
ー
一
一
ン
は
共
産
主
義
と
は
「
ソ
ビ
エ
ト
+
電
化
L

無
産
階
級
の
権
力
と
、

見
定
め
る
こ
と
。

だ
と
言
っ
た
。

ば
、
社
会
主
義
に
な
る
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

考
え
方
を
さ
ら
に
お
し
進
め
た
。

す
な
わ
ち
、

経
済
発
展
が
あ
れ

ス
タ
ー
リ
ン
は
、

こ
の

中
国
人
の
社
会

こ
う
し
た
こ
と
は
、

?
1
1
 

合
川
片
ヰ

ゆ

稲

田

蛍

亘

⑩

E
C
C
、
下
刊

(川
相
渇

ch刊
)
白
泊
三
日
出

(
囚
品
田
)

発
展
に
対
す
る
見
方
に
影
響
し
た
。

鋼
鉄
の
生
産
量
を
、

社
会
発
展
の
目
標
を
、
経
済
指
標
に
固
定
し
た
。

会
発
展
の
概
念
を
狭
く
し
た
と
思
う
。

緒
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
。

経
済
指
標
に

こ
れ
が
、
社

そ
れ
が
人
間
理
解
の
狭
さ
と
一

中
国
社
会
が
抱
え
た
様
々
な
問
題
、
た

自
由
の
問
題
。
生
態
環
境
、
即
ち
人
間
と
自

こ
う
し
た
問
題
は
、
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ま
の
中
国
人
の
多
く
は
こ
う
し
た
問
題
に
ほ

と
ん
ど
関
心
を
持
た
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
社
会
発
展
の
範

囲
を
と
て
も
狭
く
設
定
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

第
四
に
、
知
識
人
自
身
の
問
題
。
自
分
で
自
分
を
ど
う
考
え
る
か
。

こ
う
い
う
問
題
に
関
心
を
も
ち
続
け
、
思
考
す
る
努
力
を
し
た
か
。
人

文
精
神
の
討
論
は
、
こ
の
最
後
の
問
題
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

橋
爪

具
体
的
に
言
う
と
、

現
在
、

公
正
の
問
題
。

然
の
関
係
。

と
え
ば
、

今
日
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、

で
言
葉
が
抽
象
的
で
す
け
れ
ど
も
、

王
さ
ん
は
文
学
者
な
の

実
は
大
変
現
実
的
な
問
題
を
考
え

て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
社
会
が
急
速
に
発

展
す
る
場
合
、

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
も
の
が
後
回
し
に
さ
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
こ
と

欧
米
諸
国
で
も
、

う
。
そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
能
力
を
、

人
に
と
っ
て
も
切
実
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

王
あ
な
た
は
私
を
文
学
者
と
言
い
ま
し
た
が
、

以
外
の
話
題
ば
か
り
で
し
た
。
別
な
機
会
が
あ
れ
ば
、

ど
う
吉
岡
め
て
い
く
か
。

多
分
そ
う
だ
つ
た
の
で
し
ょ

日
本

今
日
の
話
は
文
学

て
の
あ
な
た
の
意
見
を
聞
き
た
い
も
の
で
す
。

社
会
学
者
と
し
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