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１
．
東
ア
ジ
ア
文
明
の
特
色

本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
東
ア
ジ
ア
」
と
は
、
主
に
韓
国
・
中
国
・
日
本
及
び

ベ
ト
ナ
ム
等
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
文
明
」
と
は
、
漢
字
利
用
に
基
づ
い
て
作

り
上
げ
ら
れ
た
「
文
字
中
心
」
の
文
明
を
指
し
て
い
う
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
国

家
地
区
の
文
明
を
「
漢
字
文
化
圏
」
と
も
呼
ぶ
。
当
然
な
が
ら
こ
こ
で
い
う
「
文

字
中
心
（
主
義
）
文
明
」
と
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（Jacques D

errida

、

1930

〜2004

）
が
提
示
し
た
「
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
」（logos-centrism

）
と
、

対
に
な
る
概
念
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
の
「
文
字
中
心
文
明
」
の
漢
字
文
化
圏
は
、
歴
史
上
独
特
な
思
考
方

法
と
文
化
様
式
を
も
つ
。
い
わ
ゆ
る
系
統
思
惟
（
体
系
的
思
考
）
（
2
）・
循
環
思
惟
（
循

環
的
思
考
）・
直
感
思
惟
（
直
感
的
思
考
）・
具
象
思
惟
（
表
現
的
思
考
）・
連
続

性
発
展
模
式
（
連
続
的
発
展
モ
デ
ル
）
（
3
）

等
で
あ
り
、
そ
れ
は
西
洋
文
明
の
分
析
思

惟
（
分
析
的
思
考
）、
直
線
思
惟
（
線
形
思
考
）、
論
理
思
惟
（
論
理
的
思
考
）、

抽
象
思
惟
（
抽
象
的
思
考
）、
お
よ
び
突
発
性
的
発
展
模
式
（
画
期
的
な
開
発
モ

デ
ル
）
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
特
色
は
漢
字
利
用
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
切
り
離
す

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
東
ア
ジ
ア
の
文
字
中
心

文
明
の
根
源
は
漢
字
に
あ
り
、
こ
の
文
明
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
も
ま
た
主
に
使
用

さ
れ
た
漢
字
と
漢
字
の
特
徴
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
報
告
で

は
、
字
源
と
文
化
的
観
点
か
ら
解
説
し
て
、
漢
字
の
「
文
」
と
「
言
」
は
、
西
洋

の
伝
統
的
な
「
言
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
葉
」
と
「
文
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
字
」
に
相
当
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア

の
「
文
字
」
は
、
西
方
の
「
言
語
」
に
相
当
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
同
時
に
、

具
体
例
を
挙
げ
て
、
西
洋
哲
学
の
歴
史
で
最
も
重
要
な
「
真
実
」
の
概
念
が
漢
字

に
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
概

念
は
西
洋
の
も
の
と
ど
の
よ
う
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
漢
字
が
東
ア
ジ
ア
文
明
研
究
の
根
源
で
あ
り
鍵
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す

る
。こ

の
こ
と
か
ら
、
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
中
心
文
明
と
東
洋
の
文
字
中
心
文
明
は
、
決

し
て
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二

つ
の
大
文
明
の
間
に
は
、
優
劣
や
、
文
明
と
野
蛮
の
別
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
誤
り
を
正
す
具
体
的
な
方
法
論
の
一

手
を
探
る
。
漢
字
は
ま
さ
に
漢
字
文
明
の
源
を
う
か
が
う
鍵
で
あ
り
、
漢
字
文
化

圏
の
文
明
の
根
源
を
探
し
理
解
す
る
「
源
」
な
の
で
あ
る
。

世
界
の
漢
字
研
究

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
字
を
中
心
と
す
る
文
明
の
根
源
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東
ア
ジ
ア
文
明
は
漢
字
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て
き
た
文
明
で
あ
る
。
漢
字
は

こ
の
世
界
で
最
も
代
表
的
な
表
意
文
字
で
あ
り
、そ
の
文
字
自
体
が
意
義
を
も
つ
。

つ
ま
り
意
義
の
中
心
に
は
文
字
が
あ
る
。
人
類
の
思
想
を
表
現
す
る
方
法
は
、
お

お
よ
そ
言
葉
と
文
字
の
2
つ
の
方
法
に
分
け
ら
れ
る
。言
葉
は
聴
覚
体
系
に
属
し
、

文
字
は
視
覚
体
系
に
属
す
る
。
文
字
体
系
は
さ
ら
に
2
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
で

き
る
。
つ
ま
り
、
音
声
の
み
を
持
つ
文
字
と
意
味
を
も
つ
文
字
で
あ
る
。
前
者
の

最
も
代
表
的
な
文
字
体
系
は
、
す
な
わ
ち
英
語
や
韓
国
語
・
日
本
語
の
表
音
文
字

で
あ
り
、
後
者
の
最
も
代
表
的
な
文
字
体
系
は
漢
字
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
表
音
文

字
よ
り
前
に
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
楔
形
文
字
や
エ
ジ
プ
ト
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
が

あ
り
、
こ
れ
ら
は
当
初
は
表
意
文
字
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
意
味
を
表
す
機
能

は
徐
々
に
失
わ
れ
、
た
だ
音
声
の
み
を
留
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

漢
字
は
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
抽
象
的
な
意
義
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
概

念
を
表
現
す
る
。
今
日
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
は
、
中
国
人
に
独
自
の
文
化

を
形
成
さ
せ
た
。
漢
字
が
重
点
を
置
く
も
の
は
、直
観
で
あ
っ
て
論
理
で
は
な
く
、

ま
た
形
象
で
あ
っ
て
抽
象
で
は
な
い
。
さ
ら
に
全
体
で
あ
っ
て
分
析
で
は
な
く
、

循
環
思
考
で
あ
っ
て
線
形
思
考
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
特
色
は
終
始
途
切
れ
る

こ
と
な
く
連
綿
と
続
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
古
代
中
国
人
が
「

（
止
）」
を
見
た
と
き
、
直
感
的

に
こ
れ
は
「
足
」
で
あ
る
と
考
え
、
歩
み
を
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
停
止
」
と

連
想
す
る
。
歩
み
を
止
め
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
停
止
す
る
前
と
停
止
す
る
後
だ

け
で
は
な
く
、突
き
進
ん
で
い
く
動
作
「
走
」
に
思
い
至
る
。
こ
の
よ
う
に
「
走
」

と
「
停
」
は
、
ふ
た
つ
の
対
立
概
念
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
矛
盾
し
つ
つ
も
互
い

に
連
接
し
、
全
体
と
し
て
は
矛
盾
す
る
関
係
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
同
一
概
念
と

み
な
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、中
国
人
に
、乱
雑
に
絹
糸
が
絡
ま
っ
た「
乱
」

字
を
通
し
て
「
治
理
」
を
考
え
さ
せ
、
落
葉
す
る
「
落
」
字
を
通
し
て
「
新
し
い

始
ま
り
」
を
連
想
さ
せ
る
。
中
国
の
訓
詁
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
反
訓
」
は
こ
の

典
型
例
と
い
え
よ
う
。
ま
た
も
し
中
国
人
が
立
っ
て
い
る
「
人
」
と
「
木
」
を
合

わ
せ
た
「

（
休
）」
字
を
見
た
時
、「
木
の
よ
う
な
感
覚
の
な
い
人
」
或
い
は
「
人

の
よ
う
に
成
長
す
る
木
」
と
は
考
え
ず
、「
人
が
大
樹
の
傍
で
休
む
」
情
景
を
思

い
描
き
、「
休
息
」
に
思
い
至
る
。
そ
し
て
「
休
息
は
喜
ば
し
い
こ
と
」
か
ら
「
め

で
た
い
こ
と
、
喜
ば
し
い
こ
と
」
と
派
生
さ
せ
る
。

漢
字
の
表
意
方
法
は
こ
の
よ
う
に
直
感
的
・
具
体
的
・
全
体
的
・
循
環
的
な
も

の
で
あ
り
、
上
記
の
東
ア
ジ
ア
文
明
の
思
考
の
特
徴
は
、
す
べ
て
漢
字
の
長
期
使

用
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
字
は
中
国
と
中
国
文
明
を
理
解
す
る
た
め
の

根
源
で
あ
り
、
核
心
要
素
で
も
あ
る
。
中
国
人
は
漢
字
を
根
幹
と
し
て
、
自
ら
の

文
明
を
築
き
、
さ
ら
に
は
周
辺
の
韓
国
と
日
本
に
根
付
き
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で

も
漢
字
を
借
用
し
て
記
録
し
、
中
国
文
明
に
似
た
文
化
世
界
を
作
成
し
た
た
め
、

こ
れ
ら
の
地
域
は
「
漢
字
文
化
圏
」
を
形
成
し
た
。

漢
字
の
属
性
に
よ
っ
て
、
中
国
人
は
「
言
葉
」
よ
り
も
「
文
字
」
に
関
心
を
も

ち
、
文
字
を
中
心
に
文
字
の
本
質
と
そ
れ
に
関
連
す
る
特
性
も
研
究
し
、
さ
ら
に

文
字
こ
そ
が
真
実
の
概
念
を
表
現
で
き
る
と
さ
え
考
え
て
お
り
、
文
字
は
言
葉
の

前
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
明
の
特
色
は
、
西
洋
の
「
ロ
ゴ
ス
中
心
主

義
」
の
概
念
と
対
応
し
て
お
り
、「
文
字
中
心
主
義
」
文
明
と
称
す
こ
と
が
で
き

る
が
、
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
は
「
言
葉
」
が
「
文
字
」
よ
り
も
優
位
に
あ
る
と
さ
れ
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る
。も

ち
ろ
ん
、「
文
字
」
の
中
の
「
文
」
の
概
念
は
「
こ
れ
以
上
細
分
化
で
き
な

い
基
礎
的
な
字
」
で
あ
っ
て
、「
字
」
の
概
念
は
「
2
つ
の
要
素
か
ら
成
る
、
分

割
可
能
な
合
わ
せ
字
」
で
あ
り
、
後
に
こ
れ
ら
2
つ
字
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
「
文

字
」
と
い
う
語
が
形
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
言
葉
の
中
の
「
文
」
は
依
然
と

し
て
核
心
字
で
も
あ
る
。

３
．
漢
字
、
東
洋
文
明
の
源
：「
真
理
」
を
例
と
し
て

（
1
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
中
国
に
対
す
る
批
判

13
世
紀
末
の
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
（M

arco Polo, 1254

〜1324

）
の
東
方
旅

行
は
、
西
洋
の
15
世
紀
の
大
航
海
時
代
を
開
き
、
こ
こ
に
西
洋
の
東
洋
に
対
す
る

注
目
が
急
激
に
高
ま
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
西
洋
は
東
洋
、
特
に
中
国
に

つ
い
て
の
研
究
を
始
め
る
。
そ
の
な
か
で
19
世
紀
初
頭
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（G. W

. F. 

H
egel, 1770

〜1831

）
の
中
国
に
関
す
る
研
究
は
、
西
洋
に
お
い
て
特
殊
な
地

位
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
中
国
に
と
て
も
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
多
く
の
関
連
研

究
を
残
し
て
い
る
。
彼
の
研
究
は
西
洋
の
中
国
に
対
す
る
認
識
に
多
大
な
影
響
を

与
え
、
さ
ら
に
破
壊
不
可
能
な
輪
郭
を
形
成
し
た
。
彼
の
結
論
は
「
中
国
に
は
歴

史
も
哲
学
も
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た（

5
）。

こ
れ
は
極
め
て
衝
撃
的
な
主
張
で
あ
る
。
彼
は
、
中
国
に
は
王
朝
交
代
と
興
亡

盛
衰
は
あ
っ
た
が
、
た
だ
単
に
王
朝
が
交
代
し
た
だ
け
で
あ
り
、
真
の
歴
史
的
変

革
を
実
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
付
随
し
て
生
じ
る
発
展
も
な

か
っ
た
と
述
べ
た
。
人
類
の
歴
史
は
、
少
年
期
・
青
年
期
・
壮
年
期
・
老
年
期
に

分
け
ら
れ
、
文
明
の
始
ま
り
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
時
代
は
少
年
期
、
ギ
リ
シ
ア
時
代

は
活
気
が
漲
る
青
年
期
、
ロ
ー
マ
時
代
は
壮
年
期
、
そ
し
て
ゲ
ル
マ
ン
族
が
活
躍

す
る
時
代
は
ま
さ
に
理
性
が
成
熟
す
る
老
年
期
と
さ
れ
る
。

で
は
、
中
国
は
ど
の
段
階
に
属
す
る
の
か
？ 

彼
は
、
西
洋
文
明
の
は
じ
ま
り

の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
時
代
に
す
ら
及
ば
ず
、「
幼
児
期
」
に
も
ま
だ
達
し
て
い
な
い

と
考
え
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
中
国
は
理
性
と
自
由
の
太
陽
が
な
く
、
原
始
的
・

自
然
的
な
蒙
昧
期
を
ま
だ
脱
し
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、

国
家
は
一
つ
の
巨
大
な
「
家
族
」
で
あ
り
、「
個
人
」
は
た
だ
道
徳
に
従
っ
て
生

活
を
律
す
る
「
大
家
族
」
の
中
の
「
子
供
」
で
あ
り
、独
立
し
た
人
格
で
は
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
は
個
人
の
自
由
意
志
・
理
想
・
精
神
の
な
い
「
王
国
」

と
さ
れ
た（

6
）。

彼
は
、
理
想
（idea

）
が
研
究
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
は
科
学
が
な
く
、
理
性
に

関
す
る
議
論
が
な
い
ま
ま
で
は
真
理
に
関
す
る
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

く
、真
理
の
概
念
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
哲
学
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
た
。

こ
の
結
論
が
出
さ
れ
る
や
、
そ
れ
は
大
き
な
影
響
と
後
遺
症
を
も
た
ら
し
、
我
々

も
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
排
除
で
き
な
い
。

最
も
代
表
的
な
も
の
は
、
中
国
の
真
理
の
概
念
は
「
真
」
と
い
う
字
に
表
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
字
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
漢
代
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
字
が
も
つ

真
理
の
意
義
は
仏
教
伝
来
の
後
に
降
る
と
さ
え
考
え
て
い
る
学
者
が
近
年
で
も
な

お
い
る（

7
）。
ま
さ
か
中
国
思
想
は
、
た
だ
道
徳
常
識
だ
け
が
あ
っ
て
、
思
弁
思
惟

が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
た
と
え
思
弁
が
な
く
と
も
、
よ
も
や
文
明

と
野
蛮
を
測
る
こ
と
が
唯
一
の
尺
度
だ
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
が
偏
見

で
は
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
が
、
た
だ
他
人
を
測
る
の
に
自
分
自
身
の
歴
史
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
だ
け
が
文
明
化
さ
れ
て
お
り
、
他
人
は
み
な
野

（
4
）
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蛮
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
極
め
て
西
洋
中
心
主
義
（Orientalism

）
的
な
考
え

方
と
い
う
え
よ
う
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
種
の
思
想
は
現
代
で
は
既
に
大
幅
に
修

正
さ
れ
て
い
る
が
、
細
か
な
と
こ
ろ
で
は
依
然
と
し
て
西
洋
風
の
偏
見
と
誤
解
が

残
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
漢
字
が
こ
の
よ
う
な
偏
見
を
正
す
最
も
重
要
な
道
筋
で

あ
り
、最
も
効
果
的
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、こ
の
後
、「
真

理
」
と
い
う
漢
字
に
つ
い
て
言
及
し
つ
つ
、
漢
字
の
中
国
文
明
研
究
に
お
け
る
重

要
性
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
2
）「
真
」
字
は
漢
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
出
現
し
た
の
か
？

「
真
」
字
は
本
当
に
漢
代
に
な
っ
て
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
西
洋
の
真
理
の

概
念
は
本
当
に
仏
教
伝
来
以
降
の
中
国
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
以
前

に
、
中
国
に
は
真
理
の
概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
ほ
ど
遅

く
に
現
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
中
国
に
は
本
当
に
哲
学
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
？

西
洋
の
学
者
た
ち
の
認
識
は
至
極
真
当
な
よ
う
に
み
え
る
。「
真
」
字
は
、
漢

代
の
『
説
文
解
字
』
に
最
初
期
の
解
釈
が
あ
る
が
、そ
こ
で
は
「
真
」
字
に
「
真
理
」

と
い
う
意
は
な
く
、「
真
正
」
等
の
抽
象
的
な
意
味
を
も
つ
。
中
国
へ
の
仏
教
伝

来
以
後
、「
真
」
字
は
「
真
諦
」
の
語
釈
を
擁
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
ひ
と
つ
重
要
な
点
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
。

つ
ま
り
、「
真
」
字
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
代
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
、

す
で
に
西
周
金
文
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
早
く
も
甲
骨
文
の
時
代

に
も
既
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
字
の
原
形
は
「
貞
」
字
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
つ

け
加
え
る
な
ら
ば
、
中
国
文
明
は
西
洋
の
文
化
体
系
と
は
異
な
る
た
め
、
中
国
の

「
真
実
」
も
西
洋
と
は
異
な
る
形
で
存
在
し
て
い
る
。

許
慎
が
編
纂
し
た
『
説
文
解
字
』
は
、
中
国
だ
け
で
な
く
、
人
類
史
上
に
お
い

て
も
偉
大
な
著
作
で
あ
る
。
西
暦100

年
に
成
っ
た
『
説
文
解
字
』
は
、
そ
の
頃

見
る
こ
と
が
で
き
た9353

個
の
漢
字
（
最
近
復
元
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と

9833

字（
8
））
を
収
録
し
、
さ
ら
に
字
形
、
来
源
、
意
義
お
よ
び
意
義
の
派
生
、
読

音
等
に
一
つ
一
つ
注
釈
を
加
え
て
い
る
、大
部
な
字
書
で
あ
る
。
約1900

年
前
に
、

こ
の
よ
う
な
大
部
で
体
系
的
な
字
書
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
は
、
驚
く
に
は
値
し
な

い
。し

か
し
、『
説
文
解
字
』
に
お
け
る
「
真
」
字
の
解
釈
は
、
非
常
に
曖
昧
で
、

理
解
し
難
い
。

真
。
仙
人
の
変
形
し
て
天
に
登
る
な
り
。
𠤎
と
目
と
乚
に
从
ふ
。
‖
は
、

之
に
乗
載
す
る
所
以
な
り
。

は
古
文
の
真
。（『
説
文
解
字
』卷
八
、𠤎
部
）

許
慎
は
「
真
」
字
を
「
化
」（
𠤎
：
化
の
源
字
）
と
「
目
」、「
乚
」
と
「
‖
」

等
4
つ
の
部
分
に
分
解
し
て
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
神
仙
が
昇
天
す
る
情

景
を
叙
述
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
道
教
の
痕
跡
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。
た

だ
し
、
許
慎
の
4
つ
の
部
分
へ
の
解
釈
は
、
い
さ
さ
か
複
雑
で
、
当
時
の
字
形
や

意
義
と
は
あ
ま
り
一
致
し
て
な
い
。
あ
る
い
は
「
真
」
の
字
形
の
変
化
が
繁
雑
す

ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
偉
大
な
る
許
慎
と
い
え
ど
、
当
時
の
状
況
で
は
解
決
で

き
な
い
謎
も
多
く
、「
真
」の
字
形
の
変
遷
過
程
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
真
」
字
の
解
釈
の
曖
昧
さ
は
、
段
玉
裁
に
至
る
ま
で
、
許
慎
の
示
し
た
も
の
か

ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

幸
い
に
も
20
世
紀
後
半
に
、春
秋
戦
国
時
代
の
文
物
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、

我
々
は
青
銅
器
の
銘
文
に
蜘
蛛
の
糸
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
図
に
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示
す
よ
う
に
、「
真
」
字
は
決
し
て
許
慎
が
い
う
よ
う
な
4
つ
の
部
分
で
は
な
く
、

「
化
（
𠤎
）」
と
「
鼎
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
時
に
、「
鼎
」
字
は
「
貝
」
と
表

記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
字
音
を
表
す
「
丁
」
を
加
え
る
こ
と
が
あ
り
、「
鼎
」

の
下
部
が
「
其
（

）」
の
形
に
変
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
も
、
そ
れ
は
「
化
」
と
「
鼎
」
か
ら
成
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
変
形
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

9
）。
さ
ま
ざ
ま
に
字
形
が
変
化
し
て
も
、
我
々
は
「
真
」

字
甲
骨
文
に
お
け
る
「
貞
」
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
真
」
は
「
貞
」

字
か
ら
分
化
し
た
も
の
な
の
で
あ
る（
10
）。

（
3
）「
真
」
と
「
貞
」
は
同
源
の
も
の

「
貞
」
と
い
う
字
は
甲
骨
文
で
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
現
在
は
「
卜
」
と
「
貝
」

と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
「
卜
」
と
「
鼎
」
と
で
構
成
さ
れ
、「

」

と
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、「
鼎
」
が
簡
略
化
さ
れ
、
今
日
の
「
貝
」
に
変
化

し
て
「
貞
」
字
と
な
っ
た
。「
貞
」
の
一
部
で
あ
る
「
卜
」
は
、
古
代
の
占
い
の

時
に
火
で
炙
っ
て
亀
裂
が
生
じ
た
亀
甲
を
表
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
亀
裂
を
卦
辞

の
根
拠
と
す
る
こ
と
か
ら
「
卜
」
に
は
占
い
の
意
味
合
い
が
あ
る
。

当
時
、「
貞
」
は
「
真
」
に
通
じ
、
共
に
神
に
伺
い
を
立
て
る
意
味
が
あ
っ
た
。

こ
の
字
が
生
ま
れ
た
背
景
は
、
神
権
統
治
が
形
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
殷
商
期
に
よ

る
。『
説
文
解
字
』
で
は
「
貞
」
字
を
「
問
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
漢

代
の
偉
大
な
経
学
家
鄭
玄
も
「
貞
は
問
な
り
。
国
に
大
な
る
疑
い
有
れ
ば
、
耆

亀
に
問
ふ
」
と
説
い
た
。
亀
の
甲
羅
に
よ
っ
て
占
い
を
行
う
こ
と
で
、
国
家
の
重

大
事
を
神
に
問
い
、
亀
甲
の
亀
裂
痕
を
通
し
て
神
の
託
宣
を
解
釈
し
た
。
当
時
、

こ
の
種
の
職
業
に
従
事
し
た
人
を
「
貞
人
」
と
呼
ん
だ
。「
貞
人
」
は
聖
職
・
世

襲
で
、
時
に
王
が
み
ず
か
ら
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
「
貞
人
」
は
、
当

時
、
非
常
に
神
聖
で
ま
た
と
て
も
重
要
な
職
業
だ
っ
た
。
現
在
で
は
す
で
に
当
時

の
意
味
合
い
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
ず
か
に
「
直
」
と
「
正
直
」
と
い
う
意
味

だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
直
」
は
亀
の
甲
羅
を
火
で
炙
っ
て
で
き
た

直
線
の
割
れ
目
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
正
直
」
の
方
は
「
神
の
託

宣
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
真
」
の
字
源
と
真
理
の
ル
ー
ツ
は
「
貞
」
の
字
よ
り
探

り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。「
貞
」
は
占
卜
の
行
為
を
指
し
、「
貞
」
は
ま
た
「
正
」

金文中の「眞」の各種字形
（『伯真 』・『季真鬲』・『叚簋』・『真盤』（『金文編』）、
『古文字詁林』に引用されているものを転載）
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を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
事
後
の
結
果
か
ら
占
卜
が
正
確
で
信
頼
で
き
る
こ
と
を
示

し
、こ
こ
か
ら
正
確
と
い
う
意
味
を
得
た
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
「
鼎
」
と
「
貞
」

の
字
も
通
用
す
る
。共
に
神
に
問
う
意
味
を
持
ち
、占
卜
儀
式
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ

て
い
る
。「
鼎
」
が
儀
式
の
代
表
的
な
器
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
鼎
」
を
利
用
し

て
こ
の
意
味
合
い
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、「
占
卜
」
の
意
味
合
い
を
強

調
す
る
た
め
に
「
卜
」
字
を
加
え
、「

」
に
変
化
し
た
の
で
あ
る（
11
）。

「
天
に
問
ふ
」
行
為
を
「
貞
」
と
呼
び
、
問
天
の
儀
式
を
司
る
人
を
「
貞
人
」

と
呼
ぶ
。
両
者
は
「
真
」
の
字
源
で
あ
る（
12
）。
す
な
わ
ち
「
貞
」
の
ル
ー
ツ
は
占

卜
で
あ
り
、
占
卜
は
祭
儀
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
祭
儀
を

代
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
祭
器
が
「
鼎
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
貞
」
は
占

卜
の
意
味
を
持
ち
、
同
時
に
ま
た
祭
祀
を
司
る
祭
祀
の
長
を
指
す
。
占
卜
官
は
祭

祀
の
長
で
あ
る
と
同
時
に
問
天
の
祝
詞
を
読
誦
す
る
。
た
と
え
ば
、
大
干
ば
つ
の

際
、
占
卜
官
は
祖
先
神
の
霊
に
向
か
っ
て
「
雨
は
い
つ
来
る
の
か
？
」
と
問
う
こ

と
が
で
き
る
。
天
・
地
・
自
然
は
亀
の
甲
羅
に
よ
っ
て
、
時
に
器
物
に
よ
っ
て
体

現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
占
卜
官
は
天
神
・
地
神
・
祖
先
神
を
注
視
し
て
、
神
々
の

お
告
げ
に
耳
を
傾
け
る
聴
き
手
な
の
で
あ
る
。

今
日
で
は
占
い
師
と
い
え
ば
迷
信
の
代
名
詞
で
、
近

代
に
入
っ
て
か
ら
占
術
と
科
学
の
距
離
は
一
段
と
遠
の

い
た
が
、
殷
商
時
代
は
神
権
政
治
で
あ
り
、
貞
人
は
そ

の
聖
職
者
・
知
識
階
層
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
貞
人
の

中
で
も
最
高
位
に
あ
っ
た
の
が
王
で
あ
る
。
彼
ら
は
神

の
御
心
を
伺
う
た
め
に
占
卜
を
行
い
、
亀
裂
の
入
っ
た

甲
羅
の
痕
を
通
じ
て
「
神
の
隠
れ
た
意
思
」
を
窺
っ
た
。

彼
ら
貞
人
は
神
と
人
と
の
仲
介
者
だ
っ
た
。
古
代
中
国

人
は
隠
蔽
さ
れ
た
世
界
を
発
見
す
る
過
程
が
真
理
で
あ

る
と
考
え
た（
13
）。
も
し
プ
ラ
ト
ン
が
真
理
の
認
識
の
た

め
に
「
理
念
（idea

）」
を
想
定
し
て
人
び
と
に
伝
え

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
真
理
は
「
非
隠
蔽
（aletheia

）」

の
方
法
に
よ
っ
て
、こ
の
世
界
と
私
た
ち
と
に
相
対
し
、

そ
し
て
こ
の
方
法
は
我
々
が
こ
の
世
界
を
解
読
し
よ
う

と
す
る
行
為
の
中
に
も
現
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

実
際
は
伝
承
を
聴
く
こ
と
で
、
過
去
よ
り
未
来
を
見

た
り
、
未
来
の
立
場
か
ら
過
去
を
呼
び
起
こ
し
た
り
し

て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
に
過
去
の
時
空
と
未
来
に
あ
た

る
現
在
の
時
空
と
を
融
合
し
て
一
体
と
す
る
行
為
で
あ

る
。
世
界
は
幾
重
も
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
占
卜
官
が
謙
虚
に
世
界
を
謎
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る

こ
と
を
願
っ
て
、
進
ん
で
人
々
に
眼
前
の
真
実
だ
け
を

見
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「真」と「貞」の各種古代字形
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過
去
を
原
始
も
し
く
は
野
蛮
と
見
な
し
た
り
、
あ
る
い
は
現
在
を
過
去
の
発
展

と
見
な
そ
う
と
す
る
観
点
は
、
西
洋
の
発
展
概
念
を
根
拠
と
し
た
時
間
空
洞
の
複

製
で
あ
る
。
過
去
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
幼
児
期
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
謙
虚
に

神
に
願
う
行
為
で
あ
っ
て
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
真
実
を
神
に
願
う
こ
と
で

あ
る
。

（
4
）
中
国
の
「
真
理
」
の
真
相

中
国
の
神
は
西
洋
の
上エ

ホ
バ帝
と
同
じ
で
、
野
放
図
な
存
在
で
は
な
い
。
神
霊
と
は

い
っ
て
も
、
人
類
と
同
様
に
周
り
を
見
回
し
て
、
気
を
配
る
必
要
が
あ
る（
14
）。
占

卜
官
も
ま
た
、
卜
辞
を
恣
意
的
に
解
釈
し
て
、
ほ
し
い
ま
ま
に
他
人
を
支
配
す
る

こ
と
で
き
な
い
。
古
代
社
会
で
は
、
た
と
え
強
権
を
行
使
で
き
た
と
し
て
も
、
そ

の
権
力
は
、
他
者
、
自
然
、
万
物
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
、
決
し
て
自
ら
が
生

み
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

占
卜
官
の
占
卜
官
た
る
所
以
は
、
物
事
に
対
し
て
神
に
問
い
た
だ
す
資
格
を
有

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
物
事
の
内
情
を
洞
察
し
、
裁
決
で
き
る
か
ら
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
常
に
占
卜
官
が
「
雨
が
降
る
の
か
否
か
？
」
と
尋
ね
て
い
た
の
は
、

「
真
」
が
祭
祀
の
長
の
意
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
（
固
定
さ

れ
た
一
つ
の
意
味
だ
け
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
多
く
の
流
動
的
な
意
味
を
含
む
）

満
ち
足
り
る
や
、
多
く
の
と
い
っ
た
意
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
（
非
常
に
）

大
き
く
目
を
見
開
い
て
観
察
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
。
祭
祀
の
長
に
は
、
多

種
多
様
な
卜
辞
の
予
言
に
あ
っ
て
、
整
理
さ
れ
た
一
貫
し
た
答
え
を
出
し
て
判
断

を
下
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
祭
祀
の
長
も
判
断
の
不
確
実
性
に

苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
役
割
は
王
権
が
強
化
さ
れ
た
後
、
次
第
に
力
を
失
っ
て
い
っ

た
。
王
権
は
不
確
実
性
を
最
大
限
に
減
ら
す
こ
と
で
、
王
は
裁
定
者
お
よ
び
命
令

者
と
し
て
、絶
え
ず
自
己
の
王
権
の
地
位
を
強
固
な
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
殷
商
時
代
の
王
は
占
卜
を
通
し
て
権
力
を
行
使
し
た
と
い
う
一
点
に
お

い
て
、
後
の
皇
帝
の
地
位
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

古
代
中
国
人
は
、
簡
単
な
占
い
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
を
「
真
理
」
と
は
考

え
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
「
真
」
と
「
偽
」
の
二
分
法
を
基
に
、
虚
偽
で
な
い
部
分

を
抽
出
し
て
真
理
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
問
い
そ
れ
自
体
、
多
様
で
複
雑
な

現
象
を
観
察
す
る
こ
と
、
神
の
見
え
ざ
る
意
思
を
求
め
る
こ
と
を
、
真
理
の
道
に

通
じ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
古
代
中
国
は
西
洋
と
は
異
な
り
、
真
理
は
固
定
不
変

の
特
定
概
念
で
は
な
く
、
神
に
問
う
行
為
を
真
理
に
通
じ
る
道
と
見
な
そ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
中
国
の
真
理
概
念
は
こ
の
道
よ
り
派
生
し
て
出
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
で
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
と
て
も
慎
重
に
考
え
て
み
た
い
。

（
5
）
真
理
と
は
い
っ
た
い
何
か
？

一
般
的
に
、
我
々
は
真
理
と
は
自
明
的
で
、
普
遍
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
け
れ

ど
も
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
常
識
に
反
し
て
、「
真
理
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い

に
向
か
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
理
と
は
目
に
見
え
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
真

理
と
は
、
時
間
、
場
所
、
人
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
？
真
理
は
明
確
に
自

明
な
も
の
な
の
か
？
こ
の
よ
う
に
問
う
と
き
、
真
理
ほ
ど
我
々
を
悩
ま
せ
る
も
の

は
な
い
。

真
理
に
関
し
て
、西
洋
の
学
者
の
意
見
は
す
べ
て
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

真
理
は
状
態
と
認
知
の
一
致
で
あ
る
と
考
え
る
者
も
い
れ
ば
、
相
対
主
義
的
な
真
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理
観
を
主
張
す
る
者
も
お
り
、
真
理
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
者

も
い
る
。
た
だ
し
、
西
洋
の
多
く
の
考
え
方
の
中
で
最
も
伝
統
的
な
の
は
真
理
観

を
論
ず
る
も
の
で
、
す
な
わ
ち
観
念
あ
る
い
は
陳
述
の
真
偽
は
そ
れ
が
事
実
に
即

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
西
洋
の
主
な
哲
学
史
で
は
、
真
理
と
事
実
は
対
応

す
る
も
の
、
つ
ま
り
真
理
と
は
言
語
表
象
の
正
確
さ
で
あ
る
。「
け
だ
し
在
る
も

の
を
在
ら
ず
と
言
い
、
あ
る
い
は
在
ら
ざ
る
も
の
を
在
り
と
言
う
の
は
誤
り
で
あ

り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
在
る
も
の
を
在
り
と
言
い
、
在
ら
ざ
る
も
の
を
在
ら
ず
と

言
う
の
は
真
で
あ
る
。（To say of w

hat is that it is not, or of w
hat is not 

that it is, is false, w
hile to say of w

hat is that it is, and of w
hat is not 

that it is not, is true.

）」
（
15
）

こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（Aristotle

、B.C.384

〜B.C.322

）
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
理
観
を
論
じ
た
も
の
の
な
か
で

最
も
歴
史
的
な
定
義
の
一
つ
で
あ
る
。

真
理
は
ラ
テ
ン
語
の
「Veritas

」
が
語
源
で
あ
り
、
正
し
さ
、
真
正
さ
、
確
実

さ
を
意
味
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
真
理
は
判
断
と
状
態
の
完
全
な

一
致
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
理
念
（Idea
）
は
対
応
す

る
も
の
で
あ
る
。
中
世
の
ロ
ー
マ
を
経
験
し
て
近
代
に
至
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
サ
ー

ル
（J. R. Searle, 1932

〜
）
は
、「
陳
述
と
事
物
の
実
際
の
存
在
状
態
が
一
致

し
て
い
る
こ
と
が
真
で
あ
る
」
（
16
）

た
め
に
、
真
理
は
客
観
的
で
、
固
定
的
で
あ
る
と

考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
以
降
、
西
洋
の
近
代
の
主
な
哲
学
で
は
、
真
理
は

真
理
と
仮
相
、
真
と
偽
の
二
分
法
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
科
学

の
発
展
に
よ
り
、
真
理
の
概
念
は
ま
す
ま
す
緻
密
で
正
確
に
な
り
、
現
象
や
内
部

へ
の
探
求
で
は
な
く
、
現
象
の
認
知
の
分
析
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
な
っ
た
。

真
理
は
西
洋
哲
学
の
最
終
目
標
で
あ
り
、
学
問
的
探
求
の
宿
命
的
な
命
題
で
あ

り
、
こ
れ
こ
そ
が
知
識
の
殿
堂
で
あ
る
大
学
の
教
壇
に
い
つ
も
「Veritas

」
が
登

場
す
る
理
由
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
、
ソ
ウ
ル
大
学
の
校

章
に
は
「Veritas

」
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、古
代
中
国
で
は
、真
理
は
「
真

理 

／ 

仮
相
」
と
い
う
二
分
法
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
陳
述
と
事
実

の
「
一
致 

／ 

不
一
致
」
と
い
う
論
理
的
分
析
を
行
う
の
で
も
な
く
、
真
理
を
正

確
な
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
東
洋
の
世
界
で
は
ど
の
よ
う
に
真

理
を
認
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
『
道
徳
経
』
第
一
章
の
「
道
可
道
、非
常
道
。（
道

の
道
と
す
べ
き
は
、
常
の
道
に
非
ず
）」
と
い
う
句
が
端
的
に
表
し
て
い
る
。

西
洋
は
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
少
し
遡
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
真
理
」
の
語
源
に
は
、

東
洋
と
大
き
な
違
い
は
な
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
真
理
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
源
は

「aletheia

」
で
、「Veritas

」
と
は
む
し
ろ
区
別
さ
れ
て
い
る
。「aletheia

」
と
い

う
語
は
「a

」
と
「letheia

」
で
構
成
さ
れ
、「a

」
は
そ
の
背
後
に
あ
る
言
葉
を
排

除
す
る
、
つ
ま
り
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
一
方
「letheia

」
は
「
隠
す 

／ 

隠

れ
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
そ
の
た
め
「aletheia

」
は
「letheia

（
隠
す
）
こ

と
を
否
定
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
秘
匿
し
た
も

の
を
顕
わ
し
、
非
隠
蔽
・
非
隠
蔵
（U

nverborgenheit, unconcealm
ent

）
（
17
）

す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「Veritas

」
が
探
求
す
る
の
は
、
陳
述
と
事
実
が
一

致
す
る
か
否
か
で
あ
る
。「aletheia

」
が
重
視
す
る
点
は
、
真
理
自
体
が
自
明
で
、

一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
自
明
な
表
象
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
あ
る
種
の
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
の
神
話
に
お
い
て
は
、
真
理
の
名
称
だ
け
が
異
な
り
、
そ

れ
ら
の
意
味
合
い
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
真
理
は
女
神
に
よ
っ
て
表
さ
れ

る
。
サ
ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
（S. Botticelli

）
等
の
真
理
を
題
材
と
し
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た
多
く
の
名
画
は
、
す
べ
て
裸
体
の
女
神
で
も
っ
て
表
現
し
て
い
る（
18
）。
想
像
上

の
再
現
で
は
あ
る
が
、
下
図
で
表
現
さ
れ
て
い
る
真
理
は
覆
い
隠
さ
れ
て
お
り
、

あ
る
い
は
我
々
が
対
面
し
た
く
な
い
よ
う
な
真
相
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
背
負

い
き
れ
な
い
よ
う
な
真
相
で
あ
っ
た
り
す
る
。そ
れ
は
真
理
が
神
聖
で
あ
っ
た
り
、

そ
れ
は
真
理
が
神
聖
で
あ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
り
、
私
た
ち
に
陰
部
を
露
出

し
て
全
裸
に
な
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
我
々
の
理
解
の
範
疇
を
超
越
す

る
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

言
い
換
え
る
と
、
真
理
は
正
解
と
誤
り
を
追
求
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
深
層
に

隠
さ
れ
た
根
源
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ギ
リ
シ
ア
語
で
は

「aletheia

」
が
用
い
ら
れ
た
。
近
代
に
お
い
て
西
洋
で
は
「Veritas

」
に
よ
っ
て

自
明
の
真
理
を
探
求
し
た
が
、
そ
れ
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
期
に
入
っ
て
か
ら
中

国
と
東
洋
を
思
考
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思

想
以
後
の
構
造
主
義
に
よ
っ
て
次
第
に
減
退
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
た
。
ホ
ー

ン
・
ソ
ー
シ
ー
（H

aun Saussy, 1960

〜
）
と
カ
ヴ
ァ
フ
ィ
ス
（C. P. Cavafy, 

1863

〜1933

）
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
は
「
中
国
が
世
界
に
編
入
さ
れ
た
後
に
、

発
生
し
は
じ
め
た
事
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
、
フ
ー
コ
ー
、
バ
ル
テ
ス
、

ラ
カ
ン
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
た
ち
の
中
国
に
関
す
る
研
究
も
同
様
で
、

彼
ら
の
哲
学
に
も
そ
の
こ
と
が
現
れ
て
い
る（
19
）。

東
洋
の
真
理
の
概
念
を
理
解
し
た
い
な
ら
ば
、
真
理
の
「
真
」
字
に
つ
い
て
研

究
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
道
」
字
に
つ
い
て
も
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

今
回
は
真
理
の
「
真
」
の
字
源
を
重
点
的
に
考
察
し
た
の
で
、「
道
」
字
に
つ
い

て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
次
節
で
は
「
真
」
と
真
の
古
字
で
あ
る
「
貞
」

を
中
心
に
、
そ
の
深
妙
を
考
察
し
て
み
た
い
。

（
6
）
以
後
の
変
化

漢
代
の
『
説
文
解
字
』
に
最
も
早
い
「
真
」
の
解
釈
が
あ
る
が
、「
真
」
字
は

実
際
に
は
周
代
に
は
す
で
に
現
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
遡
及
す
れ
ば
、
早
く
も
甲
骨

文
に
存
在
し
、「
貞
」
が
そ
の
源
字
で
あ
る
。「
貞
」
は
は
じ
め
占
卜
、
す
な
わ
ち

亀
甲
で
占
い
を
行
う
「
問
神
」
に
よ
っ
て
、「
神
の
目
に
見
え
な
い
意
志
を
顕
わ
す
」

行
為
だ
っ
た
。

た
だ
戦
国
時
代
末
期
か
ら
漢
代
の
初
め
に
か
け
て
神
仙
思
想
が
普
及
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
万
物
の
原
理
を
理
解
し
て
い
る
人
物
を
「
真
人
」
と
称
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
「
貞
」
と
「
真
」
は
明
確
に
分
化
し
て
、
貞

は
「
直
」
と
「
正
直
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た

「
真
」
か
ら
「
真
人
」
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
仏
教
が
伝
来
し
て
、「
真
」
字

に
さ
ら
に
「
真
理
」
の
概
念
が
加
え
ら
れ
て
、
今
日
に
至
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
「
真
」
字
は
『
説
文
解
字
』
よ
り
も
以
前

か
ら
あ
り
、
か
つ
そ
の
出
現
は
非
常
に
早
く
、
甲
骨
文
の
「
貞
」
に
ま
で
遡
り
得

る
。「
真
」
の
原
型
と
な
っ
た
「
貞
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
真
理
（aletheia

）」、

つ
ま
り
「
排
除
す
る
（a

）」
と
「
隠
す
（letheia

）」
の
合
字
と
、
異
な
る
と
こ

ろ
は
な
い
。

環
境
が
異
な
る
た
め
、
中
国
と
西
洋
の
発
展
経
緯
も
明
ら
か
に
異
な
る
。
言
い

換
え
る
と
、
西
洋
人
は
識
別
で
き
る
概
念
こ
そ
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
漢
代
以
前
の
中
国
人
に
と
っ
て
の
真
理
と
は
執
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
言

葉
を
用
い
て
書
き
記
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
西
洋
人
の
よ
う

に
「
真
実
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
題
を
呈
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
做
、
執
行

（doing

）」
を
重
視
す
る
か
、
正
し
い
行
な
い
に
通
じ
る
方
法
に
こ
そ
注
意
を
払
っ
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た
。
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
真
理
と
は
主
体
と
客
体
、
人
類
と
世
界
と
い
う
二
分

法
的
な
関
係
の
な
か
で
認
識
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
専
一
的
一
者
関
系
」の
中（in 

the relation of the one in united relationship

）
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
統
的
な
考
え
方
は
、論
理
学
や
認
識
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、直
観
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
論
理
的
な
真
理
が
な
い
と
い
う
不
存
在
（
虚
無
）
で
は
な
く
、
東
洋
で

は
た
だ
言
語
学
の
観
点
か
ら
真
理
を
思
考
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

東
洋
は
歴
史
と
人
類
学
の
体
系
か
ら
概
念
を
分
離
し
て
こ
ず
、
つ
ね
に
「
物
質
の

中
に
理
性
が
あ
り
、理
性
の
中
に
物
質
が
包
含
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
考
え
を
も
っ

て
い
た
。
つ
ま
り
西
洋
は
分
析
哲
学
を
導
き
手
と
し
、
東
洋
の
そ
れ
は
解
析
学
で

あ
っ
た
。

思
考
の
方
向
性
が
異
な
れ
ば
、
漢
字
に
は
西
洋
の
思
考
に
対
応
す
る
要
素
を
見

付
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
西
洋
の
「
真
理
」
の
中
国
語
翻
訳
語
彙
か
ら
対
応
す
る

漢
字
を
探
し
て
も
、
そ
れ
は
東
洋
の
「
真
理
」
を
研
究
す
る
方
法
に
は
な
り
え
な

い
。
英
語
に
は
関
連
す
る
代
名
詞
が
あ
る
が
、
漢
語
で
は
関
連
す
る
形
態
素
（
造

語
成
分
）
が
必
須
と
な
る
の
だ
が
、こ
れ
に
よ
る
判
断
は
正
し
い
も
の
で
は
な
く
、

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
文
化
差
別
と
大
差
な
い
。

４
．「
文
」
と
「
言
」
の
関
係
：
文
字
中
心
文
明
の
根
拠

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
言
語
」
は
、
人
間
の
理
性
の
至
高
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、「
真

理
」を
追
求
す
る
最
も
重
要
な
手
段
だ
が
、東
洋
で
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
は「
言
」

で
は
な
く
「
文
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
時
間
の
経
過
や
空
間
の
変

化
と
共
に
発
生
・
変
質
す
る
と
い
う
西
洋
論
に
お
け
る
「
文
字
」
も
、
我
々
東
洋

の
「
文
」
で
は
な
く
「
言
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

西
洋
で
は
、
言
語
は"logos"

で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の

は
中
国
の
「
文
字
」
概
念
、「
文
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
類
の
霊
魂
と
つ
な
が
っ

て
お
り
、
霊
魂
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
文
明
の
核
心
と
な
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、「（
音
声
）
言
語
中
心
主
義
」
と
「
文
字
中
心
主
義
」
は
、
根
本
的
に

異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
本
質
は
同
じ
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
呼
称
が
違
う

だ
け
で
あ
る
。

（
1
）「
文
」
は
「
文
字
」
を
指
す
か
？

「
文
」
と
い
え
ば
す
ぐ
に
西
洋
の
「
文
字
」
を
連
想
す
る
が
、「
言
」
と
対
応
す

る
の
が
「
言
語
」
と
い
う
の
は
、
果
た
し
て
本
当
だ
ろ
う
か
？

中
国
に
お
け
る
「
文
」
は
、
ど
の
概
念
よ
り
も
重
要
な
漢
字
で
、「
人
文
・
天
文
・

文
学
・
文
化
・
文
明
・
文
芸
」
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
重
要
な
語
を
構
成
し
て
い
る
。

な
ぜ
「
文
」
と
い
う
字
は
、
か
く
も
多
く
の
崇
高
な
概
念
を
持
つ
語
を
形
成
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
？

最
初
の
字
典
『
説
文
解
字
』
中
の
「
文
」
は
、「
画
を
錯ま

じ

は
ら
し
む
な
り
。
交

と
文
と
を
象
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、交
叉
す
る
こ
と
が
本
義
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
甲
骨
文
に
よ
れ
ば
、「
文
」
は
「
紋
身
（
入
れ
墨
）」
と
推
定
さ
れ
て
い

る
（

第
一
期
、
京
津2837

；

第
一
期
、
乙6820

反
；

第
一
期
、

后
下14.13

；

第
五
期
、
甲3940

；

第
五
期
、
粹361

；

先
周
、

周
甲1
）
（21
）。
外
側
の
「

」
は
人
を
、
内
側
の
「
×
・
∨
・
∧
・

」
な
ど
の

符
合
は
胸
に
描
か
れ
た
入
れ
墨
を
意
味
し
て
い
る
。人
体
に
描
か
れ
た
入
れ
墨
は
、

「
文
」
に
含
ま
れ
た
最
初
の
原
義
で
あ
る
。

（
20
）



九
七

漢
字
學
硏
究　

第
八
號

で
は
、
ど
う
し
て
入
れ
墨
を
い
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
多
く
の
文
献
と
人
類
学
の

資
料
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
入
れ
墨
は
自
然
死
し
た
人
体
に
刻
ま
れ
た
紋
様

で
あ
り
、
上
掲
の
甲
骨
文
中
の
各
種
字
形
は
、
霊
魂
と
肉
体
と
を
分
離
す
る
た
め

に
、
死
体
に
刀
痕
を
刻
む
、
流
血
の
儀
式
で
も
あ
る
。

古
代
で
は
、
死
は
霊
魂
と
肉
体
と
の
分
離
過
程
に
あ
り
、
両
者
の
分
離
は
必
ず

流
血
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
原
始
狩
猟

期
に
お
け
る
死
因
の
多
く
は
、
事
故
も
し
く
は
野
獣
の
襲
撃
に
よ
る
出
血
死
で
、

自
然
死
は
非
常
に
稀
で
あ
っ
た
。自
然
死
に
対
し
、彼
ら
は
入
れ
墨
の
儀
式
に
よ
っ

て
身
体
を
流
血
さ
せ
る
こ
と
で
、
霊
魂
と
肉
体
の
分
離
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

時
に
は
紅
色
の
染
料
を
身
体
に
塗
っ
た
り
、
紅
く
染
め
た
泥
土
を
死
体
の
周
囲
に

ま
い
た
り
し
た
。
甲
骨
文
の
「
死
」
の
異
体
字
が
こ
の
よ
う
な
痕
跡
を
留
め
て

い
る（
22
）。

こ
の
よ
う
に
「
文
」
は
霊
魂
と
肉
体
を
分
離
す
る
流
血
の
儀
式
、「
刀
痕
（
入

れ
墨
）」
か
ら
始
ま
っ
た
。
刀
痕
よ
り
「
紋
様
」
の
意
味
が
生
ま
れ
、後
に
「
文
字
・

文
章
・
文
学
・
人
文
」
等
の
意
味
が
出
現
し
、
近
代
に
な
っ
て
ま
た
「
文
化
」
や

「
文
明
」
の
意
味
が
現
れ
た
。
そ
の
変
遷
過
程
で
、本
義
で
あ
る
「
紋
様
」
の
「
文
」

字
に
絹
布
の
「
糸
」
が
加
わ
っ
て
、「
紋
」
字
が
分
化
し
た
の
は
、
絹
織
物
の
紋

様
が
最
も
代
表
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
。「
文
」
は
鞘
か
ら
出
る
た
め
の

一
種
の
門
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
人
の
霊
魂
と
関
わ
り
が
あ
る
。「
文
」
と
い
う

字
は
単
に
紋
様
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
精
神
と
肉
体
の
架
け
橋
と
な
り
、
人

類
精
神
の
軌
跡
を
も
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
文
」
は
人
類
が
持
つ
精

神
領
域
の
文
化
を
包
括
し
、「
文
学
」
が
「
人
類
学
」
を
意
味
し
て
、「
思
想
や
感

情
の
行
為
を
言
語
で
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
」"literature"

を
意
味
せ
ず
、

同
時
に
「
文
人
」
も
ま
た
「
文
学
家
」
を
意
味
し
な
い
。「
文
化
」
も
最
初
は

"civilization"

の
意
味
で
は
な
く
、「
人
文
精
神
に
よ
っ
て
世
界
を
よ
り
良
い
方
向

に
行
か
せ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
文
」
は
中
国
で
精
神
的
な
意

味
を
持
ち
、
そ
の
意
味
は
「
文
章
」・「
文
飾
」・「
文
心
」
を
遥
か
に
超
越
し
て
、

そ
の
本
源
的
な
意
味
は
「
人
文
」
に
あ
っ
た
。

（
2
）「
言
」
は
言
語
と
等
し
い
か
？

「
文
字
」
と
「
文
」
の
場
合
と
同
様
、
西
洋
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
言
語
」
に
対

応
す
る
漢
字
は
、
果
た
し
て
本
当
に
「
言
」
な
の
だ
ろ
う
か
？
「
言
」
は
一
体
何

を
表
し
て
い
る
の
か
？
ま
た
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

残
念
な
が
ら
、「
言
」（

第
一
期
、
甲499

；

第
一
期
、
拾8.1

；

第
二
期
、
京
津3561

；

第
四
期
、
乙766

）
は
「
音
・
舌
」
等
の
漢
字

と
字
形
・
字
義
に
緊
密
な
関
連
が
認
め
ら
れ
、
常
用
さ
れ
る
字
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
却
っ
て
そ
の
字
源
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

『
説
文
解
字
』
も
ま
た
た
だ
「
直
言
を
『
言
』
と
曰
ひ
、論
難
を
『
語
』
と
曰
ふ
。

口
に
从
ふ
、
䇂
の
声
」
と
触
れ
る
だ
け
で
、「
言
」
の
字
源
に
い
ま
だ
言
及
し
て

い
な
い
の
が
悔
や
ま
れ
る
。
宋
代
の
鄭
樵
は
「
言
」
を
「
舌
」
で
あ
る
と
叙
述
す

る
。
甲
骨
文
の
出
土
後
に
な
っ
て
も
、
徐
中
舒
は
鄭
樵
の
説
を
支
持
し
、
郭
沫
若
・

徐
中
舒
・
許
進
雄
ら
は
「
言
」
の
字
は
洞
簫
・
笙
簧
・
喇
叭
・
鐘
と
い
っ
た
楽
器

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
日
本
の
白
川
静
は
神
と
の
約
定
に
背
い
た
罰
を
受
け
る

時
の
道
具
で
あ
り
、
刃
物
と
、
刃
物
を
納
め
る
道
具
と
し
て
い
る（
23
）。

も
っ
と
も
、
字
形
か
ら
推
定
す
る
と
、「
言
（

）」
は
「
䇂
」
ま
た
は
「
辛



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
字
を
中
心
と
す
る
文
明
の
根
源

九
八

（

）」
と
「
口
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、こ
の
「
䇂
」
ま
た
は
「
辛
」
は
竹
で
作
っ

た
笛
、
そ
の
上
端
部
分
は
拡
声
筒
を
、
下
端
部
分
は
笛
ま
た
は
洞
簫
の
リ
ー
ド

（reed
）
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
両
側
に
突
出
し
て
い
る
筆
画
は
小
枝
で
あ
る
。

「
言
」
の
原
義
は
竹
製
の
「
洞
簫
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
人
間
の
声
を
指
す
よ

う
に
な
っ
た
が
、
本
義
を
指
す
時
は
「
言
」
の
上
に
「
竹
」
を
加
え
て
「
䇾
（
大

簫
）」
に
分
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、「
言
」
は
楽
器

の
音
よ
り
起
こ
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
は
物
の
音
で
あ
っ
て
人
の
発
す
る
声
で
は
な

く
、
人
の
霊
魂
と
は
全
く
無
関
係
で
、
単
な
る
物
体
の
音
声
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、漢
字
の
中
で
も
「
言
」
を
元
素
と
す
る
字
は
、「
譌
・
訛
」
等
の
字
が
「
い

つ
わ
り
」
を
表
し
、「
變
（
変
）」
が
「
変
化
」
を
表
し
、「
誘
」
が
「
誘
惑
」
を

表
し
、「
詐
」
が
「
あ
ざ
む
く
」
こ
と
を
表
し
、「

」
が
「
荒
唐
（
で
た
ら
め
）」

を
表
し
、「
諛
」
が
「
阿
諛
奉
承
（
媚
び
諂
う
）」
こ
と
を
表
し
、「
誇
」
が
「
誇
張
」

を
表
し
、「
詛
」
が
「
呪
詛
」
を
表
し
、「
誹
」
が
「
誹
謗
」
を
表
す
と
い
っ
た
よ

う
に
、
す
べ
て
否
定
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る（
24
）。

以
上
の
字
源
よ
り
見
る
と
、「
言
」
と
西
洋
の
「
言
語
（langue
）」
は
概
念
を

異
に
し
、
人
の
至
高
の
理
性
を
代
表
せ
ず
、
時
間
と
空
間
の
変
化
と
共
に
変
化
し

て
、
本
来
の
状
態
を
維
持
で
き
な
い
、
一
種
の
可
変
性
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
漢
字
の
「
言
」
は
霊
魂
の
本
性
に
対
す
る
洞
察
で
は
な
く
、
事
物
の
可

変
性
を
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
言
」
と
は
信
用
の
お
け
な
い
「
音
声
」
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
「
言
」
が
、
霊
魂
が
内
包
す
る
知
恵
を
伝
達
す
る
こ
と
は
な
い
。

た
だ
器
具
に
依
存
し
て
音
声
を
発
生
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
単
な
る
媒
介
物
で

あ
っ
て
知
恵
の
実
体
を
有
し
な
い
。

（
3
）
西
洋
の
「
音
声
」
と
中
国
の
「
文
字
」

対
照
的
に
、
西
洋
人
は
言
語
は
文
字
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
み
な
し
て
き
た
。

聖
書
の
最
初
の
句
は
、「
世
界
は
初
め
に
言
が
あ
っ
た
…
…
」
で
あ
り
、「
言
語
」

が
真
理
を
伝
え
る
唯
一
の
媒
体
で
あ
る
と
い
う
。
プ
ラ
ト
ン
（Plato, B.C. 427

〜B.C.347

）
は
、
音
声
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
言
語
は
文
字
よ
り
も
言
語
の
真

実
に
近
し
い
と
し
、
文
字
を
取
り
除
く
対
象
で
あ
る
と
考
え
た
。
向
か
い
合
っ
て

の
直
接
対
話
に
偽
り
は
な
い
が
、
文
字
記
録
は
伝
達
過
程
で
偽
造
・
改
変
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
文
字
は
取
り
除
か
れ
る
対
象
で
あ
り
、
言
語
こ
そ
が
真
理

で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
ロ
ゴ
ス
（logos

）」
に
は
「
言
語
」
と
「
真

理
」
の
両
方
の
意
味
を
含
み
、
同
時
に
「
理
性
」
の
意
味
も
も
つ
。
彼
は
言
語
は

魂
（
プ
シ
ュ
ケ
ー
）
に
満
ち
て
い
る
と
考
え
た
た
め
、「
真
理
」
は
「
理
性
（
ヌ
ー

ス
）
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
考
え
の
起
点
と
な
っ
た
。

言
語
に
は
文
字
よ
り
も
優
れ
た
特
権
が
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
近
代
に
入
っ
た

後
、
音
声
中
心
主
義
が
発
展
し
て
西
洋
が
支
配
す
る
世
界
の
優
劣
を
論
ず
る
理
論

と
な
っ
た
。
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（Jean Jacques Rousseau, 1712

〜1778

）
は
、「
符
号
を
用
い
て
言
葉
や
命
題
を
表
す
方
法
は
野
蛮
な
民
族
に
適

し
て
い
て
、
表
音
文
字
を
用
い
る
の
方
法
は
文
明
的
な
民
族
に
適
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（Georg W

. F. H
egel

）
も
か
つ
て
、
表
音
文
字

は
自
由
自
在
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
て
よ
り
智
慧
の
あ
る
文
字
で
あ
る
と
断
言
し

た
。
現
代
言
語
学
の
父
で
あ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
（Ferdinand de Saussure, 1857

年
〜1923
年
）
も
こ
の
理
論
的
伝
統
を
継
続
し
た
。
彼
は
、
文
字
と
言
語
に
内

在
す
る
組
織
に
関
係
な
く
、
言
語
は
言
語
の
観
点
か
ら
研
究
し
、
文
字
を
排
除
す

る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
文
字
は
言
語
を
記
録
す
る
符
号
と
定
義
し
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た
。ソ

シ
ュ
ー
ル
の
理
論
は
、
科
学
の
論
理
的
思
考
を
通
じ
て
体
系
的
な
言
語
学
理

論
を
構
築
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
国
学
に
深
い
影
響
を

与
え
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
魯
迅
や
銭
玄
同
と
い
っ
た
学
者
も
「
野
蛮
な
」
漢

字
の
放
棄
を
主
張
し
て
、「
中
国
の
衰
退
を
止
め
る
根
本
的
な
方
法
は
…
…
漢
字

を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
」、「
漢
字
は
象
形
文
字
の
末
端
で
あ
り
、
文
字
を
覚
え

た
り
書
く
に
は
手
間
が
か
か
り
…
…
そ
の
よ
う
な
文
字
は
当
然
そ
の
命
運
を
断
た

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、「
漢
字
を
排
除
し
て
こ
そ
中
国
の
未
来
が
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、当
時
の
先
進
的
な
知
識
人
達
の
認
識
を
表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
進
的
な
知
識
人
た
ち
の
意
見
に
基
づ
い
て
、1949

年
に
新
た
に

建
国
さ
れ
た
新
中
国
は
、「
漢
字
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
に
置
き
換
え
る
」
と

い
う
議
題
に
大
胆
に
取
り
組
ん
だ
。
新
中
国
の
設
立
か
ら
数
か
月
も
せ
ず
に
、
文

字
改
革
委
員
会
が
早
く
も
設
立
さ
れ
、
移
行
期
間
用
に
、
漢
字
の
筆
画
の
大
幅
な

削
減
を
企
画
し
た
、
簡
体
字
の
第
一
組
・
第
二
組
の
方
案
が
頒
布
さ
れ
た
。
同
時

に
漢
字
に
替
わ
る
漢
語
拼ピ

ン
イ
ン音
方
案
を
公
布
し
、
そ
し
て
漢
字
と
拼
音
を
併
用
す
る

方
策
を
採
択
し
た
。

漢
字
は
は
た
し
て
本
当
に
破
棄
す
べ
き
対
象
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

拼
音
字
母
は

本
当
に
漢
字
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？ 

拼
音
字
母
と
漢
字
は
同
じ

土
台
で
論
ず
べ
き
概
念
な
の
か
？ 

帝
国
主
義
に
よ
る
数
千
年
の
侵
略
を
経
験
し

た
旧
中
国
は
一
瞬
で
瓦
解
し
、
伝
統
的
な
旧
中
国
は
中
国
を
救
い
き
れ
ず
、
国
家

危
急
の
時
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
に
導
か
れ
た
革
命
政
府
は
概
ね
正
し
い
と
み

な
し
た
た
め
、
毛
沢
東
の
政
府
は
積
極
的
に
そ
の
方
案
を
推
進
し
た
。

し
か
し
、
鄧
小
平
の
改
革
開
放
を
通
じ
て
「
中
国
」
は
自
信
を
恢
復
し
、1986

年
に
は
漢
字
を
排
除
す
る
方
案
を
停
止
す
る
。
21
世
紀
に
な
る
と
、
も
う
一
度
奮

起
し
た
中
国
は
、
漢
字
を
世
界
で
最
も
美
し
い
文
字
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
新

時
代
に
は
「
未
来
の
文
字
は
漢
字
だ
」
と
い
う
新
た
な
主
張
を
公
に
し
、
か
つ
て

激
し
く
批
判
し
た
孔
夫
子
を
い
ま
一
度
華
麗
に
「
誕
生
」
さ
せ
た
。
漢
字
と
伝
統

に
関
す
る
事
情
は
あ
ま
り
簡
単
と
は
言
い
難
い
。

名
称
は
異
な
る
も
の
の
、
本
質
的
に
表
し
て
い
る
実
体
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
優
劣
な
ど
存
在
す
る
は
ず
が
な
く
、
文
明
と
野
蛮
の
別
も
存
在
し
え

な
い
。
無
論
、
西
洋
が
「
音
声
」
に
よ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
重
視
し
、
東
洋
が

表
意
文
字
の
漢
字
を
重
視
し
よ
う
と
も
、
両
者
の
歴
史
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
漢
字
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
愚
か
な
見
解

は
誤
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
文
明
の
違
い
や
発
展
過
程
に
お
け
る
環
境
の
違
い

に
過
ぎ
な
い
だ
け
で
あ
る
。

遺
憾
な
こ
と
に
、
20
世
紀
の
中
国
は
、
漢
字
を
排
除
し
て
表
意
文
字
を
追
求
す

る
道
を
ひ
た
走
り
、
一
度
は
放
棄
せ
ん
と
し
、
さ
ら
に
は
最
も
中
国
的
で
、
人
類

に
と
っ
て
最
も
素
晴
ら
し
い
伝
統
を
断
ち
切
ろ
う
と
さ
え
し
た
。
こ
れ
は
本
当
に

大
い
な
る
誤
解
と
誤
り
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
20
世
紀
末
に
こ
の
誤
り
は

糾
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

私
た
ち
は
、
漢
字
と
ハ
ン
グ
ル
が
共
存
す
る
特
殊
な
文
字
環
境
に
暮
ら
し
て
い

る
。
私
た
ち
の
祖
先
は
表
意
文
字
の
漢
字
を
使
用
し
た
後
、
15
世
紀
に
表
音
文
字

の
ハ
ン
グ
ル
を
発
明
し
た
。
そ
し
て
20
世
紀
以
降
に
な
っ
て
、
韓
国
は
ハ
ン
グ
ル

を
中
心
と
し
た
文
字
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う

に
変
化
し
よ
う
と
も
、
そ
の
中
核
は
依
然
と
し
て
漢
字
で
あ
り
、
た
だ
我
々
の
一

部
の
者
が
頑
な
に
漢
字
は
外
来
の
文
字
で
あ
る
と
み
な
し
、
甚
だ
し
く
は
漢
字
を
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一
〇
〇

放
棄
し
た
が
っ
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
漢
字
は
廃
棄
す
べ
き
か
も
の
か
、
そ
れ
と
も
有
効
利
用
さ
れ

る
べ
き
文
化
財
産
な
の
か
？ 

こ
れ
は
ま
さ
に
我
々
が
真
剣
な
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
特
に
、
第
四
次
工
業
革
命
が
到
来
し
て
い
る
今
日
、
拼
音

文
字
（
한
글
、
ハ
ン
グ
ル
、
諺
文
）
を
使
用
す
る
人
び
と
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い

る
韓
国
民
族
に
と
っ
て
は
、
も
し
2
つ
の
文
字
体
系
を
使
用
し
、
両
方
の
文
明
の

利
点
を
活
用
で
き
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
表
音
文
字
と
漢
字
に
代
表
さ
れ
る
表
意

文
字
を
兼
ね
合
わ
せ
ら
れ
れ
ば
、
2
つ
の
文
化
的
利
点
、
つ
ま
り
東
洋
と
西
洋
の

文
化
的
利
点
を
合
わ
せ
持
つ
、
未
来
型
の
民
族
に
発
展
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。

５
．
漢
字
は
東
亜
文
明
の
根
源

如
上
の
「
真
理
」
に
関
す
る
考
察
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
漢
字
に
は
文
化
性

と
哲
学
性
が
見
て
取
れ
る
。
も
し
、
西
洋
哲
学
が
東
洋
に
流
入
し
た
時
に
、
西
洋

の
真
理
観
が
主
導
的
な
地
位
を
占
め
た
と
い
う
事
実
を
、
我
々
が
認
識
し
て
い
れ

ば
、
理
論
と
字
源
の
角
度
よ
り
西
洋
の
観
点
を
反
駁
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、「
真
」
と
い
う
文
字
が
『
説
文
解
字
』
に
出
現
す
る
時
点
で
、
中

国
に
真
理
の
概
念
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
「
真
実
と
虚
偽
」
の
有
無

に
よ
っ
て
、
中
国
に
真
理
の
概
念
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
い
っ
た

視
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
字
学
の
角
度
か
ら
「
真
」
字
を
分
析
し
、「
真
」

字
が
分
化
す
る
前
の
存
在
形
式
と
、真
理
の
表
現
形
式
に
目
を
向
け
、同
時
に
「
隱

れ
た
」
過
程
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
の
源
を
た
ず
ね
た
。

上
述
の
「
真
理
」
の
ほ
か
に
も
、
類
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
公
と
私
、
法
と
則
、

美
と
醜
、
道
と
徳
、
中
（
央
）
と
辺
（
境
）、
善
と
悪
、
礼
と
楽
、
毒
と
楽
、
常

と
変
、
詩
・
和
・
福
・
情
・
易
な
ど
様
々
な
観
念
語
が
あ
っ
て
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

西
洋
哲
学
の
資
源
よ
り
、
東
洋
人
固
有
の
考
え
方
や
価
値
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

漢
字
は
東
方
文
明
の
中
心
で
あ
り
、
哲
学
や
文
学
が
出
現
す
る
以
前
か
ら
そ
の

根
源
と
な
る
意
義
を
形
成
し
、
甚
だ
し
き
は
文
字
が
形
成
さ
れ
る
前
の
豊
富
な
記

憶
を
も
す
で
に
蓄
積
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
字
字
源
の
硏
究
は
、
東
方
文
明
の

源
に
つ
い
て
の
硏
究
と
い
え
よ
う
。

く
わ
え
て
東
方
文
明
は
漢
字
に
よ
っ
て
基
礎
を
な
す
。
も
し
、
デ
リ
ダ
が
西
洋

文
明
を
「
音
声
中
心
主
義
文
明
」
も
し
く
は
「
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
文
明
」
と
呼
ぶ

な
ら
ば
、
東
洋
文
明
は
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
文
明
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
た
「
文
字

文
明
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
漢
字
の
字
源
と
解
釈
は
、
伝
統
的
な
西

洋
の
漢
字
使
用
に
対
す
る
東
洋
民
族
へ
の
誤
解
を
正
す
の
に
有
効
な
方
法
だ
と
言

え
る
。
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
東
洋
主
義
の
再
構
築
（reorientalism

）
の
有
効

な
方
法
で
も
あ
り
、
東
洋
文
字
中
心
文
明
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
道
筋
で
あ

る
。注（1
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六
書
略
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徐
中
舒
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骨
文
字
典
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告
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郭
沫
若
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骨
文
字
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究
』
第
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卷
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徐
中
舒
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甲
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文
字
典
』
卷
3
・
許
進
雄
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中

国
古
代
社
会
』（
韓
文
版
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白
川
静
『
字
統
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れ
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え
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前
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書
、
第
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与
文
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和
文
系
列
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」、pp.38
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