
日
本
の
象
1
一

一
九
八
三
年
の
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
同

志
社
女
子
大
学
と
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
メ
ア
リ
・

ボ
ー
ル
ド
ゥ
イ
ン
女
子
大
学
と
の
交
換
計
画
の
一

環
と
し
て
、
私
は
同
志
社
女
子
大
の
教
壇
に
立
つ

た
。
私
の
義
務
は
そ
の
夏
メ
ア
リ
・
ボ
ー
ル
ド
ゥ

イ
ン
大
学
で
ひ
と
月
間
を
す
ご
す
筈
の
三
十
一
名

の
学
生
K
英
会
話
を
教
え
る
こ
と
を
含
ん
で

)し

た
。
同
時
に
私
は
同
志
社
女
子
大
学
で
何
回
か
日

本
史
に
関
す
る
講
義
を
行
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は

私
の
は
じ
め
て
の
日
本
訪
問
で
は
な
か
っ
九
。
私

は
東
京
で
大
学
の
三
年
次
を
す
ど
し
た
一
九
七
一

年
以
来
、
合
計
五
年
半
に
わ
た
っ
て
日
本
に
住
ん

だ
の
で
あ
る
。
の
ち
ほ
ど
、
大
学
を
卒
業
し
て
か

ら
、
日
本
に
ゃ
っ
て
き
て
、
二
年
間
、
大
阪
李

二
年

で
日
本
史
を
勉
強
し
た
。
二
年
間
た
つ
う
ち
に
大

学
院
で
さ
ら
に
勉
強
を
続
け
た
く
な
っ
九
の
で
、

玲
米
し
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
日
本
史
の
博
士
課
程

に
入
っ
九
。
そ
の
コ
ー
ス
の
単
位
を
お
さ
め
、
試

験
に
合
格
し
た
あ
と
で
、
博
士
論
文
の
九
め
に
再

ぴ
来
日
。
京
都
に
お
け
る
室
町
幕
府
を
論
文
の
主

題
に
選
び
、
京
都
で
幸
福
な
二
年
間
を
す
ど
す
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
期
閻
に
再
び
大
阪
大
学
で
研

究
し
、
京
都
大
学
の
古
文
書
室
で
古
文
書
を
調
べ

た
り
し
た
。
一
九
八
0
年
に
イ
ェ
ー
ル
に
帰
り
、

二
年
後
に
P
h
 
・
 
D
 
・
の
博
士
号
を
と
り
、
そ
の

年
の
九
月
に
メ
ア
リ
・
ボ
ー
ル
ド
ゥ
イ
ン
大
学
の

歴
史
学
の
助
教
授
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で

私
は
こ
こ
十
二
年
問
の
う
ち
の
半
分
近
く
を
日
本

ス
ザ
ン
ヌ
・
ゲ
イ

で
す
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。
今
回
の
訪
日
は
三
年

ぷ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
で
気
付
い
た

さ
ま
ぎ
ま
な
変
化
な
ど
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の

コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
み
た
い
と
思
う
。

一
九
七
0
年
代
の
初
期
か
ら
中
頃
に
か
け
て
の

イ
ン
フ
レ
の
時
代
に
日
本
に
住
ん
だ
者
と
し
て
、

日
本
を
異
常
な
物
価
高
の
国
だ
と
思
う
習
慣
が
つ

い
て
し
ま
っ
九
。
し
か
し
米
国
で
も
一
九
七
0
年

代
の
中
頃
に
イ
ン
フ
レ
が
き
び
し
く
な
っ
た
0
 
こ

こ
二
年
間
ほ
ど
は
そ
の
勢
い
が
い
く
ら
か
衰
え
た

と
は
い
え
、
そ
の
影
瓣
は
い
ま
な
お
感
じ
ら
れ

る
。
特
に
食
物
の
値
段
が
は
ね
上
が
っ
九
。
ア
メ

り
力
人
の
食
賀
は
日
本
人
の
食
賀
の
約
半
分
だ
っ

た
。
し
か
し
今
で
は
も
う
そ
ん
な
わ
け
に
い
か
な

米
国
で
私
は
も
う
ス
テ
ー
キ
を
食
べ
る
こ
と

)
0

しが
な
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
チ
キ
ン
を
た
べ

て
い
る
。
こ
の
五
月
に
日
本
に
き
九
あ
く
る
日

に
、
い
つ
も
の
シ
,
ツ
ク
を
受
け
る
覚
悟
で
気
持

を
引
き
し
め
て
市
場
へ
出
掛
け
九
の
だ
が
、
実
際

に
値
段
を
見
た
と
き
、
も
は
や
ア
メ
リ
カ
で
の
値

段
に
く
ら
べ
て
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
こ
と
に
シ
ョ

ツ
ク
を
受
け
九
の
ガ
つ
大
。
私
の
推
定
で
は
日
本

物
価
に
つ
い
て

八
.^
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の
食
品
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
よ
り
四
分
の
一
な
い

し
三
分
の
一
程
度
高
い
よ
う
で
あ
る
。
或
る
種
の

料
金
は
日
本
の
方
が
ま
だ
う
ん
と
安
い
。
九
と
え

ば
ド
ラ
イ
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
写
声
(
の
現
像
な
ど

で
あ
る
。
衣
料
は
と
ん
と
ん
で
あ
る
か
、
日
本
の

方
が
少
し
安
い
程
度
。
と
こ
ろ
で
私
は
日
木
で
土

地
や
家
屋
を
直
接
に
買
っ
九
経
験
が
な
い
。
そ
の

意
味
で
私
は
日
本
の
消
質
者
に
と
っ
て
の
、
経
済

の
最
惡
の
面
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
。
住
宅
事
情
は

米
国
に
お
い
て
す
ら
深
刻
な
も
の
に
な
っ
て
き

九
。
以
前
に
は
「
ア
メ
リ
カ
号
」
の
一
部
は
一

軒
の
家
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
じ
じ

つ
、
大
概
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
こ
れ
は
崟

可
能
な
目
標
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
も
は
や
今
で
は

そ
う
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
は
高
い
金
利

の
た
め
、
そ
し
て
ま
九
地
価
の
驚
く
べ
き
高
騰
の

九
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
ア
メ
リ
カ
人
が

日
本
人
よ
り
う
ん
と
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
の
は
「
空

間
」
と
い
う
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
在
多
く

の
日
本
の
家
庭
は
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
と
同
様
、
電

気
器
具
や
小
さ
な
贅
沢
品
に
十
分
め
ぐ
ま
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
私
が
一
九
七
一
年
に
は
じ
め
て
日

本
に
来
九
時
に
く
ら
べ
る
と
、
日
本
の
家
庭
が
よ

り
一
層
窮
屈
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
ど
ち
ら
か
と
い
ぇ
ぱ
、
状
況
は
惡
化
し
た
と

い
え
る
。

全
体
と
し
て
の
経
済
事
情

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
や
ア
メ
リ
カ
同
様
に
不
況

下
に
あ
る
、
と
多
く
の
日
本
人
が
語
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
表
面
上
日
本
は
ま
だ
趣
的
繁
栄
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
水
準
か
ら

見
て
ょ
い
給
料
が
支
払
わ
れ
て
い
る
し
、
公
式
発

表
に
ょ
る
失
業
率
は
き
わ
め
て
低
い
。
日
本
の
消

費
者
九
ち
は
も
っ
と
無
六
に
お
金
を
使
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
六
っ
た
二

か
月
間
の
滞
在
に
基
づ
い
て
の
、
主
観
的
で
嘉

な
判
断
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
。
ア
メ

り
力
で
失
業
が
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
の
拡
が
り
を
見

せ
て
い
る
こ
と
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て

失
業
が
さ
し
迫
っ
た
脅
威
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
こ
の
点
を
ど
ぅ
も
日
本
人
は
十
分
に
理

解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
の
繁
栄
を
し
る
し
づ
け
る
小
さ
い
、
し
か

し
目
立
つ
点
は
、
車
を
も
つ
大
学
生
の
数
が
ふ
ぇ

た
こ
と
で
あ
る
。
以
前
は
単
車
が
ふ
つ
う
だ
っ

九
。

日
本
女
性
の
地
位

少
く
と
も
上
流
も
し
く
は
中
流
の
上
に
属
す
る

如
人
た
ち
の
間
に
、
地
位
や
行
動
に
お
け
る
大
き

な
変
化
が
あ
っ
九
と
は
思
わ
れ
な
い
。
け
れ
ど
も

日
本
の
社
会
全
体
と
し
て
み
る
場
合
、
働
く
婦
人

の
数
は
ふ
ぇ
九
よ
う
で
、
ど
ぅ
や
ら
そ
れ
は
経
済

的
な
必
要
性
か
ら
く
る
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
米

国
で
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
か
の
国
で
は
労
働
人
口

の
半
数
以
上
が
女
性
な
の
で
あ
る
。
私
が
き
か
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
は
日
本
の
教
育
制
度
の
中
で
、
ま

す
ま
す
激
し
く
な
っ
九
受
験
競
争
の
た
め
に
、
最

近
で
は
た
い
て
い
の
子
供
は
塾
通
い
を
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
り
、
従
っ
て
母
親
が
働
か
な
け
れ
ぱ
ほ

と
ん
ど
の
家
庭
で
は
こ
の
余
分
の
出
賓
を
ま
か
な

う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
自
体
は
日
本
の
女
性
の
「
蜑
」
を
表
わ

す
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
つ
目
立
?
し
と
は
裂
大
阪
大
学
に

お
い
て
女
性
の
歴
史
学
専
攻
大
学
院
生
の
数
が
非

常
に
ふ
ぇ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
好
感
壽
~
え

六
。
六
だ
し
彼
女
ら
奪
来
男
性
九
ち
と
同
じ
よ

う
に
学
問
の
道
を
辿
れ
る
か
ど
ぅ
か
、
そ
の
点
に

な
る
と
確
か
で
あ
る
と
は
と
て
も
い
え
な
い
の
だ
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.
、
 
0

力

日
本
の
男
性

日
本
の
男
性
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
に
家
族
連

れ
で
出
か
け
る
男
性
の
数
が
ふ
ぇ
た
こ
と
、
そ
の

多
く
が
子
供
を
だ
い
九
り
遊
ん
で
や
っ
た
り
し
て

い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
九
、
と
い
う
こ
と
だ
け

を
述
べ
て
お
き
た
い
。
は
じ
め
て
日
本
に
来
た
時

に
は
そ
う
い
う
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
な
か

つ
九
。
当
時
は
夫
婦
に
数
人
の
子
供
が
あ
っ
て

も
、
一
圓
倒
を
見
る
の
は
母
親
で
あ
り
、
父
親
は
少

し
解
れ
た
と
こ
ろ
に
居
る
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
。

れ
て
き
九
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ

の
こ
と
が
日
本
の
新
聞
に
つ
い
て
も
い
え
る
か
ど

う
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
実
際
の
と
こ
ろ
日
本
は
比
諮
安
全
な
国
で

あ
り
、
女
性
が
夜
間
、
ひ
と
り
で
こ
わ
が
ら
ず
に

外
出
で
き
る
天
国
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ス
コ

ミ
の
報
道
が
信
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
日
本
に
お

け
る
犯
罪
の
大
多
数
は
学
校
と
家
庭
内
で
起
こ

る
。
こ
れ
は
ひ
ょ
つ
と
し
九
ら
、
社
会
と
教
育
制

度
の
圧
力
が
多
く
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
あ
ま
り

に
も
堪
え
が
た
い
も
の
に
な
り
つ
つ
ぁ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お

け
る
圧
力
と
問
題
の
原
因
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
結
果
は
全
く
似
通
っ
六

も
の
で
あ
る
0

犯
罪

こ
一
L
三
生
閻
に
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ

る
犯
罪
の
数
は
劇
的
に
増
大
し
九
。
こ
の
意
味

で
、
皮
肉
に
も
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
同
様
の
「
先

進
」
国
に
な
り
つ
つ
ぁ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
私
は
新
聞
報
道
の
真
実
性
に
は
疑
問

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ュ
ー
ス
と
い

う
も
の
は
セ
ン
セ
ー
シ
,
ナ
ル
に
扱
わ
れ
る
こ
と

か
多
い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
そ
の
証
拠
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
人
は
犯
罪
に
関
す
る
実
際
の
経
験
よ
り

も
、
犯
罪
の
報
道
に
よ
っ
て
も
っ
と
お
び
や
か
さ

り
、
日
本
の
諸
問
題
は
日
本
式
に
し
か
解
決
で
き

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

過
去
二
、
三
年
の
間
に
、
西
洋
に
対
す
る
日
本
人

の
態
度
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
私
は
気
付
い

九
。
日
本
人
は
自
信
と
成
熟
の
感
覚
を
養
っ
て

き
、
西
洋
を
今
ま
で
ほ
ど
に
は
易
々
と
受
容
れ
な

く
な
り
、
全
体
と
し
て
西
洋
に
対
し
て
批
判
的
に

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
に
お
い
て
日
本

人
は
非
常
に
印
象
的
な
希
上
の
進
歩
を
と
げ
、

そ
の
た
め
多
く
の
分
野
で
ど
の
国
に
も
劣
ら
な
い

と
こ
ろ
ま
で
き
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
日
本
人

に
新
し
い
白
偕
を
与
え
九
。
し
か
し
な
が
ら
、
他

方
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
成
功
の
代
価
1
公

害
な
ど
ー
は
、
徹
底
的
な
近
代
化
の
政
策
が
は

た
し
て
賢
明
で
あ
っ
九
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
普

通
の
日
本
人
を
大
い
に
懐
疑
的
に
し
九
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
日
本
人
は
も
は
や
、
西
洋
の
も
の
は
よ

い
も
の
だ
、
と
自
動
的
に
想
定
す
る
こ
と
は
な

〕
0

こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
必
詩
な
、
健
全
な
展

し開
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
、

ア
メ
リ
カ
人
が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
、
日
本
の
も

の
は
ほ
と
ん
ど
何
で
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
自
動
的

に
偏
じ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
時
期
と
一

致
す
る
こ
と
に
な
っ
九
。
日
本
の
社
会
、
企
業
、

こ
の
よ
う
な
、
き
わ
め
て
皮
相
な
観
察
か
ら
引

き
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
総
体
的
な
結
論
と
い
う
も

の
か
、
は
九
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぱ
、

多
く
の
日
本
人
が
好
ん
で
口
に
す
る
よ
う
に
、
日

本
は
ま
す
ま
す
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
な
り
つ
つ
ぁ

る
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、
日
本
は
表
面

的
に
は
ア
メ
リ
カ
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
日
本
は
依
然
と
し
て
独
特
な
社
会
な
の
で
あ
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教
育
等
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
は
殆
ど
何
一
っ
と
し
て

ア
メ
リ
カ
の
新
聞
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
が
や
が
て
、
両
者
た
か
い

に
ょ
り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
見
方
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
相
手
が
ど
こ
の
国
民
と

も
同
じ
く
、
長
所
と
と
も
に
欠
点
を
も
備
え
た
ふ

つ
う
の
人
間
の
集
り
で
あ
る
こ
と
壽
識
す
る
日

が
や
っ
て
く
る
こ
と
ー
こ
の
こ
と
を
私
は
希
望

す
る
の
で
あ
る
。

(
丁
メ
リ
カ
、
メ
ア
リ
・
ポ
ー
ル
ト
ゥ
イ
ン
大
学
助
教

授
、
同
志
社
女
子
大
学
交
換
教
授
訳
.
北
垣
宗
治
、

大
学
文
学
部
教
授
)

同
志
社
校
地
出
土
の
埋
蔵
文
化
財

鈴
木
重
治

光
た叩

き
唐
津
飴
釉
壺

か
ら
つ
ぁ
め
ゆ
つ
ぽ

の
脆
弱
さ
が
な
く
、
機
能
性
に
富
ん
だ
陶
器
の
底

流
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
点
で
も
、
個
性
的
で
あ

る
0

唐
津
陶
の
出
現
の
時
期
に
つ
ぃ
て
は
、
多
く
の

見
解
が
あ
る
が
、
考
古
学
的
に
は
、
天
正
年
間

(
一
五
七
三
t
一
五
九
己
に
そ
の
詔
誕
め
ら

て
い
る
。
こ
れ
も
発
掘
調
査
の
進
展
に
ょ
る
近
世

の
土
器
・
陶
磁
器
の
編
年
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

同
志
社
黒
会
館
・
幼
稚
園
の
新
築
に
先
立
っ

発
掘
調
査
で
も
、
中
世
の
寺
院
址
や
近
世
の
公
家

屋
敷
に
伴
う
遺
構
・
遺
物
が
検
討
さ
れ
、
多
く
の

資
料
が
出
士
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
し
九
「
叩
き

唐
津
飴
釉
壺
」
は
、
一
九
七
九
年
十
月
下
旬
に
「
S

K
2
0
3
2
 
a
」
と
呼
ぱ
れ
九
土
坑
か
ら
出
土
し

た
も
の
で
あ
り
、
瀬
戸
の
肩
衝
茶
入
丹
波
の
括

鉢
、
多
量
の
土
師
皿
が
伴
出
し
て
ぃ
る
。

年
代
は
、
土
師
皿
の
編
年
的
位
置
か
ら
天
正
年

問
で
も
前
半
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
初
現
期
の
唐
津
陶
で
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
な
お
、
丸
味
の
強
い
肩
部
や
底
部
の

大
き
い
安
定
し
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
.
ン
と
共
に
、
内

体
部
の
全
面
に
認
め
ら
れ
る
叩
き
技
法
に
伴
、
つ
ぁ

て
木
痕
の
青
海
波
や
、
全
面
に
施
釉
さ
れ
た
木
灰

釉
も
特
徴
的
で
あ
る
。

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
任
)

.

同
志
社
同
窓
会
館
・
幼
稚
園
地
点
出
土
(
安
土
.
村
山

時
代
)
残
存
高
一
六
・
八
如
、
底
径
ニ
ハ
.
五
伽
、
胴

部
最
火
径
一
九
・
二
m

茶
人
た
ち
の
間
で
は
、
一
楽
、
二
萩
、
三
臣
と

い
う
格
付
が
現
在
で
も
生
き
て
い
る
。
「
楽
の
世

界
」
や
「
萩
の
世
界
」
は
、
す
で
に
茶
陶
意
残

前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
類
型
化
の
傾
向
が

強
い
の
に
対
し
て
、
「
綴
の
世
界
L
 
は
、
そ
の
出

発
点
が
雜
器
で
あ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
需
過
剰

ー
ー

f命^

(4)
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留
学
雑
感

新
島
襄
は
扣
志
社
大
学
設
立
四
意
の
中
に
お
い
て
「
一
国
を
維
持
す
る

は
、
決
し
て
二
二
英
雄
の
力
に
非
す
、
実
に
一
国
を
組
織
す
る
教
育
あ
り
、

智
識
あ
り
、
品
h
あ
る
人
民
の
力
に
拠
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
是
等
の
人
民
は

一
国
の
良
心
と
も
謂
ふ
可
き
人
々
な
り
、
而
し
て
吾
人
は
即
ち
此
の
一
国
の

良
心
と
も
消
ふ
可
き
人
々
を
養
成
せ
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
ば
は
甸
志
社
の
教
甚
念
を
明
確
に
指
し
示
し
て
い
る
。
新
島
襄
は
人
民

こ
そ
が
歴
史
の
主
役
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
創
造
者
で
あ
る
と
の
信
念
に
立
脚

し
て
一
国
の
発
展
と
難
は
少
数
の
英
雄
の
力
で
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
『
教
育
あ
り
、
智
識
あ
り
、
悶
史
汀
あ
る
人
民
の
力
』
に
ょ
ら
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
の
基
本
的
な
目
的
は
『
智
識
あ
り
、
教
養

あ
る
』
多
数
の
人
民
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
0
 
明

綿
新
以
来
急
速
に
日
本
を
窕
展
さ
せ
た
基
礎
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
理

念
に
も
と
ず
く
教
育
の
普
及
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
う
0

日
民
衆
教
育

中
国
は
人
口
十
億
の
巨
火
な
国
で
あ
る
。
そ
の
国
に
お
い
て
四
つ
の
現
代

化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
と
て
も
少
数
の
人
々
の
努
力
だ
け
で
実
現

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
全
民
族
の
文
化
水
準
と
教
養
を
高
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
国
の
力
だ
け
で
は
な
く
、

全
国
民
の
力
に
拠
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
と
思
う
。
全
国
民
を
動
員
し
、
教
育
を

普
及
し
、
す
ぐ
れ
た
人
材
を
餐
成
す
る
事
こ
そ
、
中
華
民
族
の
「
出
路
L
 
だ

と
信
じ
て
い
る
。

現
在
で
は
中
国
に
は
『
私
学
』
は
な
い
け
れ
ど
も
、
民
衆
教
育
の
理
念
を

生
か
し
て
国
の
教
育
の
普
及
を
図
る
な
ら
ぱ
、
中
国
の
教
育
は
大
き
い
発
展

を
遂
げ
る
の
で
な
い
か
と
信
じ
て
い
る
。

伺
志
社
の
人
た
ち
と
の
交
際
を
通
じ
て
日
本
民
族
の
特
徴
1
集
団
主
義

を
は
っ
き
り
見
た
と
い
う
気
が
す
る
。
集
団
主
義
は
非
常
に
豐
な
家
族
主

義
的
な
色
彩
を
持
っ
て
い
る
。

⇔
集
団
主
義
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日
本
の
企
業
経
営
の
強
さ
の
秘
密
の
一
っ
と
し
て
、
こ
の
集
団
主
義
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

伯
先
生
と
弟
子

同
志
社
大
学
の
研
究
室
は
一
っ
の
小
さ
い
社
会
集
団
を
な
し
て
い
る
。
指

導
教
授
と
そ
の
ゼ
ミ
の
学
生
の
間
の
団
結
の
強
さ
は
そ
の
ほ
か
の
ど
ん
な
グ

ル
ー
プ
の
そ
れ
よ
り
も
強
い
と
思
わ
れ
る
。
教
授
は
学
科
目
の
先
生
で
、
院

生
は
そ
の
後
継
者
達
だ
が
、
そ
の
親
し
い
関
係
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な

く
、
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
九
れ
る
先
生
と
弟
子
と
の
関
係
で
あ
る
場
合
が

多
い
と
聞
く
。

四
同
窓

学
生
間
に
は
上
級
生
、
同
級
生
、
下
級
生
な
ど
の
区
別
が
あ
る
。
こ
れ
を

ひ
と
ま
と
め
に
し
て
伺
窓
と
一
言
う
0

心
理
学
科
の
卒
業
式
に
二
度
出
席
し
九
が
、
同
志
社
心
理
学
同
窓
会
の
会

長
も
毎
年
参
加
し
て
い
る
。
同
窓
会
で
は
雑
誌
を
出
版
し
て
お
互
い
の
惰
報

を
交
換
し
、
連
絡
し
合
い
そ
の
友
好
の
き
き
ず
な
を
し
っ
か
り
と
結
び
合
わ

せ
て
い
る
。

同
志
社
に
お
け
る
中
国
人
留
学
生
の
人
数
は
年
々
増
え
て
い
る
。
留
学
生

達
は
、
中
国
に
お
い
て
「
同
志
社
中
国
留
学
生
同
窓
会
」
を
設
立
す
る
つ
も

り
で
い
る
。
こ
の
同
窓
会
は
中
国
人
留
学
生
間
の
親
睦
ぱ
か
り
で
な
く
、
同

志
社
と
の
交
流
を
一
届
深
め
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
ぃ
る
。

国
同
志
社
人

偶
然
の
出
合
い
で
あ
っ
て
も
私
が
「
同
志
社
大
学
の
留
学
生
で
す
」
と
言

う
の
に
対
し
て
、
そ
の
人
も
「
私
も
同
志
社
出
身
で
す
」
と
い
わ
れ
る
と
と

た
ん
に
親
し
い
気
持
ち
が
わ
い
て
く
る
。
そ
し
て
話
題
も
す
ぐ
同
志
社
の
こ

と
に
な
る
。

留
学
の
九
め
同
志
社
に
到
着
し
た
ぱ
か
り
の
時
に
、
上
野
総
長
主
催
の
歓

迎
会
で
、
私
は
挨
拶
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
。
即
ち
「
今
、
私
は
同

志
社
の
一
員
に
な
っ
た
と
い
う
誇
り
を
も
っ
て
お
り
ま
す
1
私
は
諸
先
生
方

を
は
じ
め
皆
様
が
今
日
か
ら
私
を
同
志
社
の
一
員
と
見
な
し
て
下
さ
る
こ
と

を
切
望
し
て
ゃ
み
ま
せ
ん
」
。
こ
の
二
年
以
来
、
同
志
社
の
先
生
方
は
た
し

か
に
私
を
同
志
社
人
の
一
員
と
し
て
見
な
し
て
下
さ
っ
て
お
り
、
私
も
同

志
社
人
、
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ
て
い
る
。

い
よ
い
よ
帰
国
の
時
が
迫
っ
て
来
た
い
ま
、
同
志
社
に
深
い
感
謝
の
一
言
葉

を
申
し
述
べ
た
い
。
だ
が
し
か
し
私
の
嘉
能
力
で
は
そ
れ
を
充
分
に
言
い

表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
九
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
同
志
社
に

対
し
て
報
恩
で
き
る
の
か
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
同
志
社
で
学
ん
だ
知
識
を

生
か
し
て
、
中
国
人
民
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
同
志
社
の
先
生
方
も

き
っ
と
そ
れ
を
期
待
し
て
下
さ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
若
し
将
来
私
が
中
国
の

四
つ
の
現
代
化
に
わ
ず
か
で
も
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
最
初
の
挨
拶
で
申
し
上
げ
た
よ
う
に
「
こ
れ
は
私
ひ
と
り
で
は
な
く
ま
九

同
志
社
の
光
栄
で
あ
り
、
諸
先
生
方
の
誇
り
で
も
あ
る
も
の
と
信
じ
ま
す
」
。

(
新
島
基
金
招
跨
第
一
回
中
国
人
留
学
生
)
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