
昭
和
代
に
わ
た
り
日
本
の
思
想
家
八
名
が
選
ば

れ
て
お
る
。

新
島
襄
伝
は
〕
.
ロ
.
 
U
里
一
m
 
薯
、
山
本
美
越

乃
訳
補
、
新
島
襄
先
生
伝
(
明
治
四
0
年
五
月
三

1

版
、
警
醒
社
発
行
)
を
は
じ
め
、
日
本
語
で
書
か

れ
た
、
の
が
一
0
種
を
越
え
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
こ
こ
に
紹
介
す
る
新
島
襄
は
最
、
優
れ
た
、
の

で
あ
ろ
う
。

そ
の
内
容
を
簡
単
に
述
べ
る
と
、
序
章
と
し
て

新
島
の
家
系
、
幼
・
少
年
時
代
を
述
べ
て
い
る
が

長
州
や
薩
摩
の
青
年
た
ち
が
藩
の
内
密
な
留
学
生

と
し
て
国
外
に
脱
出
し
た
の
と
比
較
さ
れ
て
い
る

の
は
、
新
島
の
場
合
の
悲
壮
な
情
況
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
お
、
し
ろ
い
。

第
一
章
「
自
由
と
文
明
へ
の
あ
こ
が
れ
」
は
国

外
脱
出
の
動
機
江
戸
か
ら
函
館
函
館
か
ら
ボ

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
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ス
ト
ン
へ
と
脱
出
し
た
有
様
が
記
さ
れ
、
第
二
章

三
0
二
頁
、
八
五
0
円

は
フ
メ
リ
カ
滞
在
中
の
こ
と
、
第
三
章
は
同
志
社

創
立
、
第
四
章
は
そ
の
た
め
の
東
奔
西
走
。
こ
こ

で
は
特
に
自
貨
の
杖
自
由
民
権
派
と
の
接
触
、

欧
米
再
遊
、
教
派
合
同
問
題
同
志
社
大
学
設
立

の
旨
意
、
五
平
伝
説
、
寒
悔
の
詩
、
遺
口
、
で
終

つ
て
い
る
。
巻
末
に
略
年
譜
と
参
考
文
献
が
あ
げ

て
あ
る
。

第
一
、
本
書
は
大
層
読
み
や
す
く
書
い
て
あ

る
。
書
中
の
事
件
や
人
物
な
ど
に
対
す
る
著
者
の

同
情
と
理
解
が
著
者
の
解
釈
の
な
か
に
溢
れ
て
い

て
、
読
者
は
知
ら
ざ
る
う
ち
に
読
ま
さ
れ
る
。
仏

紀
文
学
の
一
つ
の
型
と
い
ぇ
よ
う
。

第
二
、
本
書
は
学
的
な
正
確
さ
に
努
め
て
い

る
。
事
実
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
は
本
書
の
忠

的
特
色
と
い
っ
て
ょ
い
。
そ
の
た
め
に
は
記
事
の

拠
点
た
る
文
献
を
忠
実
に
示
し
て
い
る
。
の
み
な

ら
ず
、
と
か
く
新
島
襄
は
先
生
と
し
て
理
想
化
さ

れ
や
す
く
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
虚
像
に
な
り
か
ね

な
い
こ
と
、
あ
る
。
著
岩
は
そ
の
点
に
つ
い
て
特

に
留
意
し
て
実
像
を
画
か
ん
と
し
、
函
館
紀
行
の

叙
述
、
遠
慮
な
く
新
島
の
若
き
頃
の
問
題
を
と
り

あ
げ
て
い
る
。

笋
二
、
著
者
が
特
定
の
派
閥
に
属
し
て
い
な
い

こ
と
が
判
断
の
公
正
を
保
た
し
め
て
お
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
例
え
ぱ
日
基
と
組
合
と
の
教
会
合
同

問
題
に
新
島
が
反
対
し
た
動
機
の
解
釈
に
つ
い
て

も
、
新
島
を
非
難
す
る
植
村
正
久
の
意
見
も
、
介

護
す
る
柏
木
義
円
の
考
え
も
共
に
引
照
し
、
物
心

紹
介

和
田
洋
一
著

『
新
島
襄
』

1
人
と
思
想
シ
リ
ー
ズ
ー

本
書
は
日
本
基
督
教
団
出
版
局
に
ょ
り
「
人
と

思
想
」
シ
リ
ー
ズ
第
=
期
の
一
冊
と
し
て
発
行
さ

れ
た
、
の
で
あ
る
そ
の
計
画
に
ょ
れ
ば
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
キ
ェ
ル
ケ
.
コ
ー
ル
な
ど
古
い
、
の

か
ら
力
ー
ル
.
バ
ル
ト
な
ど
に
至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ

の
思
想
家
二
名
、
新
島
襄
以
下
明
治
、
大
正
、

さ
て
、
本
書
を
読
ん
で
私
が
感
じ
た
こ
と
を
述

べ
る
と
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
0
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向
面
に
お
い
て
離
れ
難
き
フ
メ
リ
カ
ン
.
ボ
ー
ド

と
の
関
係
が
新
島
を
支
配
し
た
こ
と
を
重
視
し
な

が
ら
、
同
時
に
結
局
日
基
教
会
の
寡
頭
政
治
を
恐

れ
た
こ
と
が
そ
の
真
因
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
点

な
ど
公
正
な
判
断
の
一
例
で
あ
る

木
書
は
従
来
の
新
島
伝
の
批
判
積
み
重
ね
の
上

に
立
て
ら
れ
た
最
新
の
労
作
で
あ
っ
て
、
当
分
こ

の
上
に
出
る
、
の
は
現
わ
れ
ま
い
。
書
中
板
垣
に

宛
て
た
手
紙
の
な
か
の
、
新
人
、
新
心
論
は
新
島

を
伝
え
る
、
の
の
白
眉
で
あ
る
。
著
者
が
キ
リ
ス

ト
者
で
あ
り
、
同
志
社
人
で
あ
る
こ
と
は
新
島
伝

の
作
者
と
し
て
大
切
な
資
格
で
あ
り
、
新
聞
学
の

教
授
た
る
こ
と
は
さ
ら
に
偶
然
の
好
条
件
に
恵
ま

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
大
塚
節
治
・
前
同
志
社
総
長
・
現
大
学
名
誉
教
授
)

御
所
の
み
ど
り
と
同
志
社
の
赤
瓦
、
そ
し
て
そ

の
背
後
に
あ
る
相
倒
L
寸
の
黒
い
屋
根
は
、
一
つ
の

調
和
を
な
し
て
い
る
そ
の
中
で
一
き
わ
目
立
っ

て
そ
び
え
て
い
る
の
が
ク
ラ
ー
ク
記
念
館
で
あ

る
そ
の
赤
い
尖
塔
は
同
志
社
の
建
物
の
ジ
ン
ポ

ル
と
な
っ
て
い
る
ク
ラ
ー
ク
記
念
館
の
二
階
に

や
や
黒
ず
ん
だ
胸
像
が
堂
に
き
ざ
ま
れ
て
あ
る
。

偶
像
を
極
端
に
嫌
っ
た
カ
ル
ヴ
ブ
ン
の
流
れ
を
く

む
ニ
ユ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
。
ヒ
ュ
ー
リ
タ
ン
ズ
の

影
響
も
あ
っ
て
か
、
黒
社
に
は
不
思
議
と
銅
像

と
い
う
も
の
が
な
い
。
し
か
し
、
ク
ラ
ー
ク
館
の

二
階
の
胸
像
だ
け
は
例
外
中
の
例
外
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
良
心
を
、
つ
て
神
と
人
民
の
た
め
に
尽
く

す
と
い
う
同
志
社
精
神
を
も
っ
て
生
涯
を
闘
い
抜

い
た
人
を
記
念
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
胸
像
は
、
山
室
軍
平
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た

、
の
で
あ
り
、
そ
の
横
に
、
「
神
と
人
道
の
為
に
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。

山
室
が
同
森
に
学
ん
だ
の
は
、
一
八
八
九
年

か
ら
一
八
九
四
乍
で
あ
り
、
こ
の
ク
ラ
ー
ク
館
が

出
来
た
の
は
、
一
八
九
二
年
で
あ
る
か
ら
、
当
時

二
十
才
の
苦
学
生
山
室
は
毎
日
重
い
足
ど
り
を
も

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
 
B
6
判

つ
て
、
真
新
し
い
ク
ラ
ー
ク
館
の
階
段
を
の
ぼ
り

二
九
二
頁
、
八
0
0
円

お
り
し
て
い
た
に
ら
が
い
な
い
。

高
道
基
著

『
山
室
軍
平
』

1
人
と
思
想
ジ
リ
ー
ズ
ー

山
宅
軍
平
が
日
本
救
世
軍
の
創
立
者
で
あ
り
、

近
代
日
本
の
社
会
事
業
の
先
駆
者
で
あ
る
こ
と
は

広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
ど
の
よ
う

な
遍
歴
の
生
涯
を
た
ど
り
、
ど
の
よ
う
な
苦
難
の

な
か
に
事
業
を
遂
行
し
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら

愚
を
形
成
し
て
行
っ
た
か
は
、
あ
ま
り
よ
く
知

ら
れ
て
い
な
い
。
彼
は
、
ク
ラ
ー
ク
館
忙
埋
没
さ

れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る

高
道
さ
ん
の
山
室
伝
は
山
室
軍
平
を
現
代
の
な

か
に
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
山

室
は
、
彼
を
慕
う
少
数
の
人
々
の
間
で
は
深
く
敬

愛
さ
れ
て
い
る
が
、
職
後
の
新
し
い
世
代
に
と
っ

て
は
伝
説
の
人
と
な
り
つ
つ
ぁ
っ
た
。
し
か
し
、

高
道
さ
ん
の
山
室
伝
は
、
地
道
な
資
料
的
な
検
証

を
ふ
ま
え
た
し
で
、
現
代
の
意
識
と
パ
ト
ス
を
、

つ
て
山
室
軍
平
を
え
が
い
て
い
る
。
高
道
さ
ん
の

文
章
に
は
山
室
の
内
的
な
た
た
か
い
と
虐
げ
ら
れ

た
人
々
へ
の
ひ
た
む
き
な
山
室
の
情
熱
が
、
幾

に
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
一
読
し
て
鮮
明
な
感
動
を

禁
じ
得
な
い
、
の
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
、
山
室
伝
に
は
い
く
つ
か
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
山
室
の
内
側
の
サ
ー
ク

ル
の
人
々
に
ょ
る
も
の
か
、
伝
記
小
説
的
な
物
語

風
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
し
て
、
高
道
さ
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ん
は
、
多
く
の
資
料
を
多
角
的
に
用
い
、
当
時
の

社
会
状
況
の
推
移
と
の
関
連
に
お
い
て
、
人
間
山

室
の
た
た
か
い
の
あ
と
を
刻
明
に
辿
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
山
室
が
英
雄
と
し
て
仰
讃
さ
れ
て
い
な

い
し
、
山
室
は
、
時
代
を
超
え
た
行
者
と
し
て
別
視

さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か
け
て

の
、
日
本
の
資
本
主
義
と
軍
国
主
義
の
進
展
の
谷

問
に
あ
え
ぐ
一
人
の
人
間
と
し
て
の
り
ア
ル
な
た

六
か
い
を
え
が
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識

は
、
同
志
礼
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
で
な
さ
れ

て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
」
(
略
称
C
.
S

研
究
会
)
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
に
共
通
し
た
視

点
で
あ
り
、
高
道
さ
ん
、
C
 
.
 
S
研
究
会
の
会
員

と
し
て
永
午
に
わ
た
っ
て
研
究
に
あ
た
っ
て
こ
ら

れ
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
本
欝
そ
う
し
た
背
景

か
ら
生
ま
れ
た
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
思

う
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
同
じ
「
人
と
思
想
シ

リ
ー
ズ
」
(
日
本
基
督
教
団
出
版
局
)
の
一
環
と
し

て
最
近
出
版
さ
れ
た
、
和
別
洋
一
氏
の
新
島
襄
と

岩
井
文
男
氏
の
海
老
名
弾
正
、
同
様
に
同
志
社
の

C
・
S
関
係
者
に
ょ
る
同
志
社
人
の
伝
記
を
社
会

約
関
連
の
な
か
に
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
注
目
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

い
さ
さ
か
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、

想
い
出
と
し
て
申
し
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

右
の
、
人
と
思
想
シ
リ
ー
ズ
の
企
画
に
私
は
委
員

と
し
て
参
画
し
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
都
合
に
ょ

つ
て
一
回
委
員
会
を
欠
席
し
た
の
ち
、
次
回
に
出

席
す
る
と
、
海
老
名
弾
正
を
東
京
神
学
大
学
の
大

木
英
夫
氏
が
、
山
室
軍
平
を
加
藤
常
昭
氏
が
書
く

と
い
う
案
が
で
き
て
い
た
。
私
は
、
大
木
さ
ん
に

し
て
、
加
藤
さ
ん
に
し
て
、
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の

あ
る
伝
記
を
書
か
れ
る
こ
と
に
は
疑
い
は
な
い
が

こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
は
、
同
志
社
の
関
係
者

の
な
か
で
打
ち
込
ん
で
研
究
を
し
て
い
る
人
々
の

あ
る
こ
と
を
の
べ
、
岩
井
さ
ん
と
高
道
さ
ん
に
、

そ
れ
ぞ
れ
執
筆
を
お
ね
が
い
す
る
こ
と
に
な
っ

い
る
。

『
「
人
権
」
の
思
恕
は
い
ま
だ
定
借
を
み
ず
、

「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
と
い
う
人
間
の
価
値
の

領
域
は
見
失
わ
れ
、
高
度
経
済
社
会
と
よ
ば
れ
る

わ
れ
わ
れ
の
状
況
の
底
に
は
、
孤
立
を
か
こ
つ
多

く
の
人
々
の
苦
悩
の
累
積
が
あ
る
。
こ
の
暗
さ
を

「
神
蝕
」
(
M
・
プ
ー
バ
ー
)
と
よ
ぶ
の
は
見
当

は
ず
れ
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

山
室
軍
平
の
生
を
灼
熱
さ
せ
て
や
ま
な
か
っ
た

、
の
は
祈
り
で
あ
っ
た
。
一
歩
を
進
め
る
ビ
と
に

如
ゆ
審
=
ず
昌
ゆ
"
 
0
0
 
三
一
ず
昔
ゆ
と
祈
り
な
が
ら

日
本
近
代
の
圧
倒
的
な
暗
黒
の
領
分
に
歩
み
こ
ん

で
い
っ
た
彼
の
敬
虔
な
足
音
を
、
わ
れ
わ
れ
の
時

代
は
ど
ぅ
閲
い
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
」

高
道
さ
ん
は
、
近
代
日
本
人
権
史
の
中
で
、
山

室
軍
平
の
苛
烈
な
職
い
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ

て
、
山
室
、
の
「
聖
潔
」
に
つ
い
て
の
思
想
と
生
涯

と
い
う
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
叙
述
を
し
て
い

る
。
山
室
軍
平
の
生
の
轍
の
あ
と
を
た
ど
っ
て

み
る
と
、
そ
の
車
軸
に
あ
た
る
部
分
に
「
聖
潔
」

の
体
験
が
ど
っ
し
り
と
座
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
く
』
と
著
者
は
い
う
。
そ
し
て
、
本
書
の
終
章

は
「
聖
潔
の
一
生
」
と
い
う
文
章
に
ょ
っ
て
結
ぱ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
長
い
精
神
的
放
浪
の
旅
の

事
実
、
山
室
研
究
に
か
け
た
高
道
さ
ん
の
情
熱

は
す
さ
ま
じ
い
、
の
が
あ
っ
た
。
あ
の
痩
せ
こ
け

た
か
ら
だ
の
ど
こ
に
燃
え
た
ぎ
る
生
命
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
か
と
思
う
ほ
ど
彼
は
打
ち
込
ん
で
本
書

を
齊
き
あ
げ
た
。
炎
暑
の
な
か
に
、
彼
は
衰
え
る

ど
こ
ろ
か
山
室
の
人
権
の
た
た
か
い
に
ふ
れ
て
燃

え
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
編
集
に
あ
た
っ
た

出
版
社
の
担
当
老
を
感
動
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ

著
者
は
一
つ
の
問
い
を
も
っ
て
本
書
を
綴
っ
て



の
ち
に
た
ど
り
つ
い
た
山
室
の
心
境
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
に
、
困
難
な
彼
の
働
き
に
あ
っ
て
、
彼
を

た
じ
ろ
が
な
い
、
の
と
し
た
精
神
的
基
盤
で
あ
っ

た
。
「
聖
潔
と
は
山
室
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
罪

よ
り
潔
め
ら
れ
、
神
を
愛
し
、
人
を
愛
す
る
全
き

愛
の
人
と
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
」

(
一
一
六
四
頁
)
と
説
き
、
そ
こ
か
ら
、
彼
は
社
会

実
践
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
估
仰
の
契
機
が
人
間
を
社
会
か

ら
雜
反
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
社
会
的
行

動
に
ょ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
が
信
仰
を
喪
失
す
る
の

で
は
な
く
、
估
仰
に
ょ
っ
て
「
聖
潔
」
を
指
向
す

る
も
の
は
、
ま
す
ま
す
社
会
の
底
辺
に
あ
っ
て
筈

悶
す
る
人
々
に
仕
え
て
ゆ
く
と
い
う
社
会
実
践
に

向
か
っ
て
行
く
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て

皆
者
は
、

『
「
救
わ
れ
ん
た
め
に
救
わ
れ
た
り
。

仕
え
ん
た
め
に
救
わ
れ
た
り
。
」

日
本
救
世
軍
の
か
か
げ
た
聖
淑
の
モ
ッ
ト
ー
は

不
滅
で
あ
る
(
一
一
八
二
頁
)
と
い
う
こ
と
ぱ
で

こ
の
伝
記
を
結
ん
で
い
る
。

山
室
軍
平
が
岡
山
の
山
問
に
生
ま
れ
て
か
ら
、

昨
年
で
ち
ょ
う
ど
一
 
0
0
年
、
同
志
社
で
学
ん
で

か
ら
八
0
年
の
紀
念
す
べ
き
と
き
を
迎
え
る
に
あ

た
っ
て
、
最
、
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
伝
雲
現
代
の

問
題
意
識
を
も
っ
て
綴
ら
れ
た
。
こ
れ
に
ま
さ
る

記
念
の
賜
物
は
な
い
と
い
っ
て
ょ
い
と
思
う
。
こ

の
時
代
に
生
き
る
同
寝
人
の
一
人
と
し
て
、
山

室
の
足
跡
を
省
み
る
と
共
に
、
そ
の
精
神
に
学
ぴ

生
く
る
、
の
で
あ
り
た
い
と
思
う
。

(
竹
中
正
夫
・
大
学
神
学
部
教
授
・
宗
教
学
)

れ
の
学
問
と
芸
術
と
素
仕
活
動
と
は
、
ど
の
よ
う

な
有
機
的
連
関
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
度
、
日
木
基
督
教
団
出
版
局
の
「
人
と
思
想

シ
リ
ー
ズ
第
2
期
」
の
ト
ッ
プ
を
か
ざ
る
、
の
と

し
て
出
版
さ
れ
た
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に

答
え
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
書
物
で
あ
る
。
著
者

は
本
学
で
長
く
宗
教
学
を
担
当
し
て
い
る
学
究

で
、
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
近

代
性
と
い
う
大
薯
を
、
世
に
問
わ
れ
て
お
り
、

森
田
雄
三
郎
著

ま
ず
そ
の
努
力
に
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
。

さ
て
、
皆
者
に
ょ
れ
ば
、
「
ジ
ユ
ヴ
丁
イ
ツ
ブ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
】

ユ

、

ー
の
思
想
は
、
思
想
そ
れ
畠
体
の
う
ち
に
統
一
を

1
人
と
思
想
シ
リ
ー
ズ
ー

も
つ
と
い
う
よ
り
、
か
れ
の
生
活
そ
の
、
の
に
根

ざ
し
、
生
活
そ
の
、
の
の
人
格
的
内
奥
に
統
一
根

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
 
B
6
判

拠
を
、
つ
て
い
る
。
」
こ
の
統
一
根
拠
こ
そ
、
シ
ユ

三
八
頁
、
九
五
0
円

ヴ
ァ
イ
ツ
プ
ー
が
、
「
精
神
」
と
呼
ぶ
、
の
で
、

「
あ
な
た
の
尊
敬
す
る
人
物
は
?
」
と
開
か
れ
「
人
間
の
内
的
思
想
と
外
的
行
為
を
通
し
て
そ
の

て
、
シ
ユ
ヴ
丁
イ
ツ
丁
1
の
名
を
あ
げ
る
人
は
小
ノ
卸
き
を
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
ら
に
統
一
的
発
展
を
与

な
く
な
い
。
か
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
え
る
」
従
っ
て
、
か
れ
の
内
的
思
想
の
み
を
内
省

で
、
多
く
の
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
し
て
も
、
外
的
行
為
の
み
を
観
察
し
て
も
、
そ
の

神
学
者
と
し
て
、
哲
学
者
と
し
て
、
音
楽
家
と
し
統
一
像
は
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
薯
者
は
、
一

て
、
ま
た
医
療
奉
仕
者
と
し
て
、
そ
の
ど
れ
一
つ
応
本
書
の
叙
述
を
、
「
ー
シ
ュ
ヴ
丁
イ
ツ
丁
1
の

を
と
っ
て
も
傑
出
し
た
こ
の
人
物
の
全
貌
を
と
ら
お
い
た
ち
と
活
動
」
と
、
「
ー
シ
ュ
ヴ
プ
イ
ツ
プ

え
る
こ
と
は
、
突
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
か
ー
の
思
想
」
に
わ
け
つ
つ
も
、
た
え
ず
相
互
を
関
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連
づ
け
つ
つ
、
シ
ュ
ヴ
プ
イ
ツ
丁
1
の
統
一
像
に

迫
ろ
う
と
す
る

本
書
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
わ

た
し
に
従
っ
て
来
な
さ
い
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
呼

ぴ
か
け
と
、
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
死
ん
で
復
活
す

る
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
神
秘
'
と
が
、
奉
仕
者

と
し
て
の
シ
ユ
ヴ
プ
イ
ツ
ァ
ー
を
生
涯
さ
さ
え
つ

づ
け
た
帰
の
生
命
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
エ

ス
に
信
従
す
る
か
ぎ
り
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も

よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
命
の
原

点
と
、
い
う
べ
き
イ
エ
ス
や
パ
ウ
ロ
の
歴
史
的
な

す
が
た
と
意
味
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
こ

そ
、
神
学
者
と
し
て
の
シ
ュ
ヴ
フ
ィ
ツ
ナ
ー
の
生

涯
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
薯
者
は
、
シ
ュ
ヴ
プ
イ
ツ

プ
ー
の
学
問
的
方
法
は
決
し
て
過
去
の
、
の
に
な

つ
た
と
は
い
ぇ
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。

著
者
に
ょ
れ
ば
、
プ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
の
提

唱
、
、
原
理
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
こ
と
で
は

な
い
「
終
末
論
的
イ
エ
ス
の
解
釈
に
か
か
わ
る

神
学
と
歴
史
と
哲
学
の
関
係
は
、
原
埋
的
に
は
ほ

と
ん
ど
す
で
に
シ
ユ
ヴ
フ
ィ
ツ
フ
1
に
見
出
さ
れ

る
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
か
れ
の
イ
エ
ス
・
パ
ウ
ロ
理

解
と
、
「
生
命
へ
の
畏
敬
」
と
い
う
思
想
は
、
ど

の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
こ
の
点
の

朱
教
哲
学
的
媒
介
は
、
「
シ
ユ
ヴ
,
イ
ツ
フ
1
に

お
け
る
最
大
の
思
惣
弱
点
」
で
あ
る
と
著
者
は
見

る
。
「
シ
ユ
ヴ
了
イ
ツ
プ
ー
で
は
、
神
学
的
反
省

と
哲
学
的
思
索
が
あ
ま
り
に
、
相
互
に
分
離
」
さ

れ
て
い
る
薯
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
キ

リ
ス
ト
教
の
弁
証
に
示
さ
れ
た
田
辺
兀
の
需

法
的
媒
介
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

著
者
は
、
さ
ら
に
、
シ
ユ
ヴ
ブ
イ
ツ
ブ
ー
の
倫

理
に
つ
い
て
の
田
辺
儿
の
批
判
を
み
と
め
て
、

rヲ

神
話
化
さ
れ
た
終
需
的
倫
理
は
、
個
人
道
徳
の

み
な
ら
ず
、
進
ん
で
社
会
倫
理
に
媒
介
さ
れ
ね
ぱ

な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
社
会
倫
理
と
い
う
場
合

に
、
状
況
へ
の
即
応
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
著
者
は
、
日
本
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
階
級
闘
条
埋
論
の
否
定
媒
介
的
な
使

用
の
必
要
性
を
さ
需
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の

当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
は
、
シ
ユ
ヴ
プ

イ
ツ
丁
1
の
思
愁
を
批
判
的
に
生
か
す
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
ょ
つ
と
す
る
と
、
根
本
的

批
判
・
否
定
に
通
ず
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
今
日
、
急
速
に
変
り
つ
つ
ぁ
る
ア
フ
り
力
的

状
況
の
中
で
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
丁
1
に
対
す
る
手

き
ぴ
し
い
批
判
・
否
定
が
出
て
来
て
い
る
と
い
う

」
と
も
耳
に
す
る
の
で
、
こ
の
点
を
、
薯
者
が
、

少
し
つ
っ
こ
ん
で
説
明
し
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う

」
似
う
0(

幸
日
出
男
・
大
学
神
学
部
教
授
・
宗
教
学
)

川
喜
田
二
郎
さ
ん
の
論
文
「
山
と
谷
の
生
態

学
」
に
ょ
る
と
、
ネ
パ
ー
ル
の
村
は
た
い
て
い
丘

の
上
に
あ
り
、
畑
作
中
心
だ
と
い
う
。
「
暑
く
て

不
健
康
な
谷
間
を
よ
け
た
の
で
あ
る
そ
こ
は
マ

ラ
リ
ア
の
巣
窟
で
あ
っ
た
」
と
、
川
喜
田
さ
ん
は

推
論
し
て
い
る
。
濯
概
用
水
の
え
や
す
い
山
麓
や

山
問
盆
地
に
集
落
を
つ
く
っ
た
稲
作
中
心
の
日
本

と
は
、
異
な
る
面
が
多
い
ら
し
い
。

西
尾
昭
教
授
の
イ
タ
リ
ブ
紀
行
い
や
イ
タ
リ
ブ

文
化
論
『
風
よ
地
中
海
よ
」
を
読
み
な
が
ら
、

右
の
ネ
パ
ー
ル
の
話
を
ふ
と
思
い
だ
し
た
。
イ
タ

リ
ア
で
は
都
市
の
多
く
は
山
頂
に
あ
り
、
鉄
道
沿

西
尾
昭
著

京
都
エ
デ
ィ
タ
ー
、
 
B
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判

二
三
六
頁
、
七
八
0
円

『
風
よ
地
中
海
よ
』
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線
に
は
な
に
、
な
い
。
バ
ス
で
登
っ
て
行
く
と
、

畑
や
果
樹
剛
が
あ
り
、
そ
の
上
に
都
市
が
あ
る
。

「
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
不
便
な
山
頂
に
住
ま
ね
ぱ
な

ら
ぬ
の
か
と
思
い
た
く
、
な
る
が
、
な
だ
ら
か
な

そ
の
頂
上
は
、
外
敵
や
マ
ラ
リ
ア
の
蚊
か
ら
逃
れ

る
の
に
適
し
た
士
地
」
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
、

西
尾
さ
ん
は
い
う
。
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
そ
の
小
都

市
の
市
民
は
、
国
家
意
識
よ
り
は
む
し
ろ
郷
土
意

識
が
つ
よ
く
、
自
分
の
都
市
が
自
慢
で
あ
り
、
人

な
つ
っ
こ
く
親
切
だ
と
い
う
。

そ
う
い
う
小
都
市
を
は
じ
め
、
南
部
の
片
田
舎

や
島
々
を
、
驚
き
と
好
奇
心
に
眼
を
か
が
や
か
せ

て
め
ぐ
り
歩
い
た
西
尾
さ
ん
は
、
各
地
で
出
会
っ

た
素
朴
な
人
間
味
、
ゆ
た
か
な
食
事
や
地
迺
宗

教
心
、
歴
史
、
中
世
以
来
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な

い
都
市
の
た
た
ず
ま
い
な
ど
を
、
や
や
熱
っ
ぽ
い

胡
十
で
語
る
。
「
万
事
が
画
一
的
な
」
プ
ラ
ス
チ

ツ
ク
の
国
。
「
流
通
機
構
が
窕
達
し
す
ぎ
て
」
口

ー
カ
ル
な
カ
ラ
ー
や
味
を
失
っ
た
国
。
非
個
性
的

な
大
都
市
へ
や
た
ら
に
人
Π
が
集
巾
す
る
国
。
そ

ん
な
日
本
か
ら
訪
れ
た
者
の
眼
に
は
、
す
べ
て
が

な
つ
か
し
く
そ
し
て
新
鮮
に
う
つ
る
の
だ
。
つ
ま

り
、
日
木
の
現
実
を
写
す
鏡
が
そ
こ
に
あ
る
。

ひ
と
つ
の
都
市
な
り
地
方
が
明
確
な
個
性
を
も

つ
に
は
、
な
が
い
歴
史
と
、
住
民
の
郷
士
主
義
と

で
、
い
う
べ
き
愛
念
り
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
発
展
や
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
阻
害
要
件
に
も

な
り
か
ね
な
い
が
、
文
明
の
進
歩
発
展
は
、
人
間

の
幸
福
感
と
か
な
ら
ず
し
、
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
た

り
え
ぬ
事
実
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

古
く
か
ら
中
央
に
あ
こ
が
れ
て
郷
士
を
さ
げ
す

み
、
近
代
の
知
識
人
た
ち
は
欧
米
先
進
諸
国
の
文

化
諸
制
度
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
、
自
国
の
そ
れ

を
否
定
す
る
こ
と
し
か
し
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て

い
ち
お
う
近
代
文
化
岡
家
の
形
を
つ
く
り
あ
げ
て

き
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
わ
が
国
に
、
ゆ
た
か
な
個
性

的
文
化
な
ど
成
熟
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
海
よ
地
中
海
よ

著
者
と
と
も
に
イ

は
、

タ
リ
ア
半
島
を
め
ぐ
り
ル
き
、
料
理
や
地
酒
を
味

わ
い
、
場
ボ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
お
や
じ
と
語
る
楽

し
み
に
時
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、

右
の
よ
う
な
反
省
倫
者
を
さ
そ
い
込
む
、
の
が

あ
る
。
そ
の
表
題
は
、
あ
る
い
は
多
少
奇
抜
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
異
郷
に
あ
る
者

が
ふ
る
里
に
む
か
っ
て
呼
ぴ
か
け
る
声
を
聞
く
気

が
す
る
。
著
者
の
、
イ
タ
リ
ブ
へ
の
心
酔
は
尋
常

で
は
な
い
。
わ
が
凶
の
現
実
が
や
り
き
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
(
河
野
仁
昭
・
大
学
学
生
課
長
)

(
卵
頁
よ
り
)

さ
り
な
が
ら
新
島
旧
邸
に
は
教
育
関
係
の
手
沢

木
が
若
干
残
さ
れ
て
お
り
明
治
六
年
(
一
八
七
三

年
)
よ
り
前
の
出
版
で
田
中
不
二
磨
一
行
と
共
に

米
欧
を
回
っ
た
時
に
参
照
し
得
た
で
あ
ろ
う
も
の

が
数
点
存
在
す
る
。
そ
の
一
は
「
牙
ゆ
 
0
舎
ゆ
区

m
一
仙
言
§
 
0
{
叶
ず
Φ
 
0
0
ヨ
昌
0
旦
@
N
=
ず
 
0
-

ミ
山
拐
円
0
ず
仁
功
ゆ
牙
一
ゆ
一
円
二
=
的
一
0
 
一
ず
ゆ
勺
仁
ず
一
一
0

m
0
ず
0
0
-
m
・
:
」
で
あ
り
、
さ
か
ん
に
新
島
の
書
き

込
み
が
あ
り
、
内
容
は
「
理
事
功
程
」
第
一
巻
其

二
麻
沙
朱
色
州
教
育
規
則
か
ら
始
ま
っ
て
書
庫
に

終
る
項
目
通
り
で
あ
る
。
そ
の
他
「
乏
器
烹
邑
0
=

ヤ
三
o
 
m
0
ず
0
0
一
刈
ゆ
§
、
一
§
1
谷
」
が
残
さ

れ
て
お
り
、
「
理
事
功
程
」
第
二
巻
中
の
ワ
シ
ン

ト
ン
の
公
学
校
規
則
が
こ
の
書
物
の
中
に
見
え

る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
に
は
書
き
入
れ
等
は
一

も
な
く
「
理
事
功
程
」
に
載
せ
ら
れ
た
法
規
よ
り
年

代
的
に
若
干
古
い
の
で
、
「
理
事
功
程
」
の
た
め
に

参
照
し
た
の
は
次
年
度
位
の
レ
ポ
ー
ト
で
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
手
沢
本
と
し
て
ま
た
「
芽
m

ン
ヨ
曾
§
出
 
n
o
=
ゆ
的
ゆ
m
 
W
昌
n
 
牙
ゆ
ン
ヨ
ゆ
二
0
山
=

ヤ
且
=
n
ず
イ
 
Z
0
昌
「
0
二
曾
」
が
あ
り
そ
の
最
後

の
参
照
文
献
の
項
の
「
m
0
ず
0
0
-
m
N
a
 
d
ミ
ぐ
曾
.

m
笠
Φ
m
 
0
口
叶
げ
ゆ
 
0
0
ロ
ニ
ロ
ゆ
=
一
.
ず
イ
冨
か
一
叶
ず
ゆ
乏

ン
ヨ
0
式
一
属
伽
」
に
階
に
青
色
の
ア
ン
ダ
ー
・
ラ

イ
ン
が
施
し
て
あ
っ
た
勺
す
る
。
そ
ル
て
明
怡
五

年
六
月
下
旬
ア
ー
ノ
ル
ド
に
会
っ
て
い
る
の
で
あ

哨
か
ら
滞
欧
中
に
読
ま
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
の

で
あ
る
。
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願
し

て
し、

る

次
第
で

あ
る

の集的た
資所研゜上
料と究一
をしに層
よてま詳
りもつし
明国とく
確立こは
に公ろ小力
把文大林
握書で助ナ
し館あ教こ
て等る授と
おにがの
きて'比
ここ当較
いの史教に
と関料育記
念係編学し
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戸
川
晴
之
著

冕
文
表
現
法
』

さ
な
い
よ
う
な
配
恵
の
上
に
た
っ
て
、
文
中
の
飛

イ
ン
ト
を
強
調
す
る
こ
と
が
表
現
の
要
諦
で
あ

る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

演
習
の
部
で
は
、
異
、
人
間
生
活
、
人
生

・
宗
教
、
学
芸
・
文
化
、
社
会
の
項
目
の
も
と
に

約
二
=
0
字
の
邦
文
一
 
0
0
が
与
え
ら
れ
、
 
a

、

研
究
社
 
B
6
判

b
、
 
C
の
能
力
差
あ
る
数
校
の
大
学
生
(
0
は
四

四
七
四
頁
、
一
、
五
0
0
円

年
生
、
 
b
は
三
年
生
、
 
0
は
一
 
1
二
年
生
程
度
)

に
ょ
る
 
A
 
と
 
B
の
二
つ
の
試
訳
が
か
か
げ
ら
れ

て
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
懇
切
な
訂
正
や
忠
告
が

解
説
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
著
者
の

試
訳
が
与
え
ら
れ
て
一
つ
の
練
習
題
は
終
る
。
な

お
演
習
の
各
項
目
の
間
に
は
著
者
が
現
代
作
家
た

ち
か
ら
集
め
ら
れ
た
関
連
範
例
文
が
お
さ
め
ら
れ

て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
「
英
文
表
現
法
」
の
目
的
を
考
え

て
見
る
と
、
こ
れ
は
単
に
邦
文
の
意
味
を
パ
ッ
サ

ブ
ル
な
英
文
に
変
え
る
和
文
英
訳
の
演
習
で
は
な

く
て
、
与
え
ら
れ
た
邦
文
を
よ
く
岨
鳴
玩
味
し
て

邦
文
の
、
つ
微
妙
な
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
英
文
に
表
現

す
る
演
習
を
目
ざ
し
た
高
度
の
も
の
で
あ
る
。
修

辞
学
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
周
到
な
注
意
と
充
分
な

時
問
を
か
け
て
ょ
り
立
派
な
英
文
を
書
く
こ
と
を

願
う
人
々
が
利
用
で
き
る
書
物
で
あ
る
。
従
っ
て

X
者
は
文
学
部
英
文
学
科
の
教
授
で
あ
り
、
同

僚
で
あ
る
小
生
が
、
同
氏
の
新
刊
書
を
ご
紹
介
で

美
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
喜
び
に
堪
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
の
秋
出
版
さ
れ
た
「
英

文
表
現
法
」
は
筈
者
の
長
年
に
わ
た
る
実
際
授
業

の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
四
七
四
頁
に
及

ぶ
努
力
の
結
晶
で
あ
り
貴
重
な
、
の
で
あ
る
。

構
成
か
ら
は
講
義
と
演
習
の
部
に
分
か
れ
、
前

者
で
は
修
辞
と
表
現
、
語
と
文
、
語
の
選
択
、
語

の
配
列
、
強
調
の
手
段
の
順
で
解
説
が
あ
り
、
強

調
于
段
で
は
一
九
項
目
に
及
ん
で
修
辞
学
上
の
専

門
語
に
つ
い
て
例
文
に
ょ
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
以
上
文
意
を
効
果
的
に
伝
え
る

場
合
の
手
法
と
し
て
現
代
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
を
分
類
し
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
手
法
を
念
頭
に
兆
い
て
、
文
の
調
子
を
く
ず

読
者
は
か
な
り
教
養
の
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
著
老
戸
川
教
授
は
失
礼
な
が
ら
英
語
の
二

ユ
ア
ン
ス
に
対
し
て
は
鋭
い
感
覚
を
、
つ
た
人
で

あ
り
、
長
年
の
経
験
を
経
て
教
養
あ
る
英
語
国
民

よ
り
す
ぐ
れ
た
程
度
に
達
し
て
い
ら
れ
る
と
思

う
。
従
っ
て
各
題
の
学
生
に
ょ
る
試
訳
に
与
え
ら

れ
た
解
説
部
は
こ
の
書
物
で
最
、
読
み
応
え
の
あ

る
部
分
で
あ
り
、
又
最
、
力
を
入
れ
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
な
の
で
、
克
明
に
読
め
ぱ
読
者
は
語
の
選

択
が
如
何
に
微
妙
な
、
の
で
あ
る
か
、
前
置
詞
一

つ
で
、
全
文
に
及
ぼ
す
影
響
が
ど
ん
な
に
大
で
あ

る
か
判
る
と
思
う
。

情
報
過
多
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
努
力
は
不
要

と
思
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
将
来
英
語

を
、
つ
て
思
想
表
現
を
志
す
人
々
は
、
単
に
意
志

を
通
じ
る
だ
け
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
相
手
の
心
を

う
つ
表
現
を
望
む
な
ら
ぱ
こ
の
よ
う
な
書
物
を
克

明
に
ひ
も
と
く
べ
き
で
あ
る
。
特
に
人
文
に
関
す

る
翻
訳
を
志
す
人
々
に
と
っ
て
は
好
個
の
指
導
書

で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
こ
の
書

が
斯
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
多
大
で
あ
ろ
う
と

伝
じ
る
、
の
で
あ
る
。

(
ハ
合
口
敏
郎
・
大
学
文
学
部
教
授
・

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
研
究
)




