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義
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篤

一　

は
じ
め
に

1　

本
日
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
皆
様
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
、

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
六
月
一
九
日
に
、
ベ
ル
リ
ン
の
ベ
ル
ビ
ュ
ー
宮
殿
庭
園
で
の
式
典
に
お
い
て
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ガ
ウ
ク
連
邦
大
統
領
よ
り
第
三
四

回
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
畏
れ
多
い
こ
と
だ
と
、
今
で
も
と
ま
ど

っ
て
お
り
ま
す
。
大
統
領
が
授
賞
式
に
際
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
主
な
受
賞
理
由
は
、
私
が
ご
く
さ
さ
や
か
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
ド

イ
ツ
公
法
学
研
究
と
、
法
学
分
野
に
お
け
る
日
独
学
術
交
流
な
ど
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
学
分
野
に
お
け
る
か
つ
て
の
受
賞
者

の
皆
様
方
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
研
究
上
の
ご
業
績
に
比
べ
れ
ば
、
私
の
そ
れ
が
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
し

た
が
い
ま
し
て
、
受
賞
の
重
点
は
日
独
学
術
交
流
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
独
学
術
交
流
に
つ
き
ま
し
て
も
、
私
自
身
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は
、
偉
大
な
先
達
が
積
み
上
げ
て
こ
ら
れ
た
伝
統
に
従
い
、
そ
れ
を
現
代
的
な
仕
方
で
続
け
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、

常
に
同
時
代
の
大
変
に
優
れ
た
同
僚
（K

ollegen

）
と
の
協
働
（Zusam

m
enarbeit

）
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

今
回
の
受
賞
は
、
私
自
身
の
業
績
と
い
う
よ
り
も
、
法
学
分
野
に
お
け
る
日
独
学
術
交
流
が
持
つ
価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
た
だ
き
、

私
が
、
ふ
さ
わ
し
い
「
代
表
」
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、
た
ま
た
ま
そ
れ
を
「
代
表
」
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
本
日
は
、
何
故
、
日
独
法
学
交
流
に
そ
の
よ
う
な
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
特
に
公
法
学
を
例
に
、
歴
史
的

に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二　
「
意
欲
さ
れ
た
」
日
独
公
法
学
交
流

2　

日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
へ
の
関
心
は
、
近
代
化
の
当
初
か
ら
非
常
に
大
き
い
も
の
で
し
た
。
ド
イ
ツ
法
の
大
き
な
影
響
力
に
つ

い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
に
関
す
る
「
知
」（W

issen

）
の
あ
り
方
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
上
山

安
敏
先
生
は
、「
人
間
集
団
と
し
て
の
法
律
家
社
会
グ
ル
ー
プ
」
に
着
目
さ
れ
、
法
社
会
史
の
観
点
か
ら
、「
法
学
」
に
刻
印
付
ら
れ
た

も
の
、
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
の
特
徴
を
説
明
さ
れ
ま
す
。
上
山
先
生
は
、
私
が
研
究
者
の
道
に
進
む
決
心
を
し
た
際
、
最
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
の
お
一
人
で
す
。

　

上
山
先
生
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
化
の
後
進
国
だ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
知
識
社
会
が
市
民
社
会
の
中
に
形
成
さ
れ

ず
、
大
学
文
化
の
型
を
採
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
逆
に
、
大
学
内
で
学
問
間
の
相
互
交
流
を
可
能
に
し
、
法
学
に
対
し
、
時
代
の
思
想
、

神
学
や
哲
学
等
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
強
大
な
中
世
中
央
権
力
が
存
在
せ
ず
、
近
代
化
が
ラ
ン
ト
の
強
力
な
領
邦
国
家
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
担
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
例
法
を
生
み
出
す
ギ
ル
ド
化
し
た
法
律
家
階
層
の
発
展
が
妨
げ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

（
1
）
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て
、「
法
学
」・「
教
授
」
が
実
務
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持
ち
得
る
こ
と
と
な
っ
た
（「
教
授
法
」）。
つ
ま
り
、「
法
学
」
は
、
時
代

の
思
想
と
交
流
す
る
と
同
時
に
、
実
務
へ
の
実
用
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
時
代
の
思
想
と
法
実
務
を
媒
介

す
る
「
転
轍
機
」
の
作
用
を
有
し
て
い
た
（「
横
割
り
型
」
社
会
と
し
て
の
ド
イ
ツ
法
知
識
社
会
）。
こ
の
よ
う
に
、
上
山
先
生
は
、
ド

イ
ツ
法
学
の
学
問
と
し
て
の
力
と
実
務
へ
の
影
響
力
を
説
明
さ
れ
ま
す
。

　

私
自
身
に
は
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
力
に
つ
い
て
一
般
的
に
考
察
し
、
判
断
す
る
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
上
山
先
生
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
お
仕
事
は
き
わ
め
て
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
本
日
お
越
し
く
だ
さ
っ
て

い
る
石
部
雅
亮
先
生
が
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
時
代
ご
と
、
領
域
ご
と
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に

な
っ
て
い
く
も
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
主
に
、
公
法
学
に
お
け
る
特
に
第

二
次
大
戦
後
の
そ
れ
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
考
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

3　

近
代
化
の
初
期
状
況
に
つ
い
て
、
日
本
と
ド
イ
ツ
は
大
変
よ
く
似
て
い
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
法
治
主
義
が
、
根
本
か
ら
新
た

に
築
き
上
げ
ら
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
時
々
の
憲
法
問
題
を
記
述
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
法
治
主
義
の
政
治
的
・
文
化
的
基
礎
や
そ
の
可
能
性
を
問
う
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
、
公
法
学
が
大
き
く
発
展
し
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
は
、
多
く
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
・
公
法
制
度
が
継
受
さ
れ
た
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
期
状

況
が
似
て
い
た
こ
と
と
、
ド
イ
ツ
公
法
学
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
ゆ
え
に
、
日
本
で
は
、
専
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
展
開
と
取
り
組
む

と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
じ
こ
と
が
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
も
続
き
ま
し
た
。
民
主
制
を
追
究
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル

期
の
公
法
制
度
・
公
法
学
に
、
関
心
が
持
た
れ
た
の
で
す
。

4　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
第
二
次
大
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
ド
イ
ツ
公
法
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
戦
後
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
戦
後
の
憲
法
・
公
法
の
体
制
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
直
接

（
2
）



講　　　演

（阪大法学）63（6-164）　1868〔2014. 3 〕

大
き
な
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
す
。
公
法
学
に
お
い
て
も
、
一
九
五
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
は
、
公
法
学
に
対
す
る
ド
イ
ツ
か
ら
の
影

響
を
、
明
治
憲
法
体
制
と
結
び
つ
け
、
そ
の
も
の
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
の
訣
別
を
志
向
す
る
潮
流
も
あ
り
ま
し
た
。

幸
い
、
そ
れ
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
定
の
期
間
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
戦
後
日
本

に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
・
ド
イ
ツ
法
学
へ
の
関
心
は
、
相
対
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
高
い
レ
ベ
ル
で
維
持
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
戦
前

に
お
け
る
よ
う
に
、
当
然
の
こ
と
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
公
法
学
に
お
け
る
日
独
交
流
は
「
意
欲
さ
れ
た
」
も
の
に
な
っ
た
の

で
す
。

三　

日
独
公
法
学
交
流
の
実
際
の
あ
り
方
─
─
二
つ
の
具
体
例
か
ら

5　

で
は
、
私
た
ち
は
、
一
体
何
故
に
日
独
公
法
学
交
流
に
対
し
て
大
き
な
「
意
欲
」
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め

に
、
こ
こ
で
は
戦
後
に
お
け
る
二
つ
の
交
流
事
例
を
観
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
つ
の
事
例
は
、
現
在
に
お
い
て
も
盛
ん
で
あ
っ
て
、

私
自
身
が
興
味
を
持
っ
て
参
加
し
て
い
る
も
の
で
す
。
本
日
の
会
が
大
阪
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
最
初

に
取
り
上
げ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
事
例
は
、
法
治
主
義
研
究
の
領
域
に
お
け
る
交
流
で
す
。
阪
大
は
、
永
ら
く
、
法
治
主
義
研
究
・
研
究

交
流
の
拠
点
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

法
治
主
義
に
つ
い
て
は
、
日
独
で
き
わ
め
て
似
通
っ
た
概
念
・
議
論
が
妥
当
し
て
い
ま
す
。
立
憲
君
主
制
下
で
、
法
治
主
義
は
、
専

ら
、
行
政
の
自
由
と
財
産
に
対
す
る
介
入
に
つ
い
て
の
法
律
の
留
保
を
意
味
し
ま
し
た
。
一
九
四
七
年
の
日
本
国
憲
法
と
一
九
四
九
年

の
ボ
ン
基
本
法
の
下
に
お
け
る
法
治
主
義
に
お
い
て
は
、
人
権
の
不
可
侵
性
と
憲
法
裁
判
権
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
法
治
行
政
に
関
し

て
も
、
留
保
領
域
は
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
民
主
的
法
治
主
義
へ
の
構
造
転
換
に
よ
っ
て
、
行
政
の
活
動
に
と
っ
て
法

律
に
よ
る
授
権
は
、
例
外
で
は
な
く
な
り
（「
留
保
」
と
い
う
表
記
は
、
そ
の
例
外
性
を
示
す
も
の
で
す
）、
む
し
ろ
原
則
と
な
り
ま
し
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た
。
日
本
で
は
「
授
権
原
則
説
」
が
唱
え
ら
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
「
本
質
性
理
論
」
が
確
立
し
ま
し
た
。
法
律
に
よ
る
規
律
・
覊
束
も

テ
ー
マ
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

6　

両
国
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
実
質
的
法
治
国
」
と
い
う
概
念
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ
の
概
念
は
、
両
国
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
考
案
（erfinden

）
さ
れ
ま
し
た
。
概
念
は
全
く
同
じ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
で

の
重
点
は
、
両
国
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、「
実
質
的
法
治
国
」
と
い
う
概

念
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
支
配
と
、
そ
の
前
史
た
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
へ
の
反
省
か
ら
、
実
質
的
価
値
に
定
位
し
て
い
ま
し
た
。
ヴ
ァ
イ
マ

ル
期
に
対
す
る
評
価
が
変
わ
り
、
価
値
に
定
位
し
た
憲
法
裁
判
所
の
実
務
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
九
七
〇
年

代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
こ
の
概
念
が
再
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
同
概
念
は
、
主
と
し
て
法
治

主
義
の
実
質
的
側
面
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
治
主
義
に
は
、
形
式
的
側
面
と
実
質
的
側
面
の
両
方
が
共
に
あ
る
、
と

さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
、「
実
質
的
法
治
国
」
と
い
う
概
念
は
、
第
一
義
的
に
、
立
憲
君
主
制
の
憲
法
た
る

明
治
憲
法
か
ら
、
不
可
侵
の
人
権
を
保
障
し
、
違
憲
審
査
制
を
備
え
た
日
本
国
憲
法
へ
の
、
実
定
憲
法
に
お
け
る
構
造
転
換
を
表
示
す

る
も
の
で
す
。
同
概
念
は
、
日
本
に
お
い
て
、
憲
法
の
発
展
段
階
を
表
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
公
法
学
に
お
い
て
、
同

概
念
を
再
検
討
す
る
気
運
は
全
く
大
き
く
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
ま
す
。

7　

概
念
が
同
一
で
あ
り
、
議
論
が
同
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
公
法
学
の
課
題
と
文
脈
の
相
違
を
、
は
っ
き
り
と

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
公
法
学
は
、
日
本
国
憲
法
と
同
時
に
、
初
め
て
立
憲
民
主
制
を
経

験
し
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
公
法
学
は
、
す
で
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
立
憲
民
主
制
を
、
そ
し
て
そ
の
ナ
チ
ス
支
配
へ
の
転
落
を
経

験
し
た
の
で
す
。

8　

二
つ
め
の
事
例
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
で
す
。
こ
れ
は
、
私
が
、
学
部
学
生
の
時
代
に
、
私
の
恩
師
で
あ
る
阿
部
照
哉
先

（
3
）
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生
の
国
法
学
の
授
業
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
興
味
を
持
ち
、
今
日
に
至
る
ま
で
約
三
十
年
間
取
り
組
み
続
け
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
。

　

一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
以
上
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
触
れ
、
依
拠
す
る
こ

と
は
タ
ブ
ー
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
法
実
証
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
克
服
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
法
実
証
主
義
が

法
律
家
の
ナ
チ
ス
に
対
す
る
抵
抗
力
を
弱
め
た
と
し
て
、
ナ
チ
ス
支
配
へ
の
転
落
の
責
任
ま
で
負
わ
さ
れ
ま
し
た
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
・

テ
ー
ゼ
）。
そ
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
価
値
相
対
主
義
の
立
場
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
方
法
は
、
実
体
的
な
価
値
に
定
位
し
て
い
た
戦

後
ド
イ
ツ
国
法
学
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
ク
に
と
っ
て
無
用
の
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
概
念
批
判
、
国
家
と
法
の
同
一

性
の
理
論
は
、
国
家
概
念
に
定
位
し
て
い
た
ド
イ
ツ
国
法
学
理
論
か
ら
、
大
き
な
反
発
を
受
け
ま
し
た
。
確
か
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
を
参
照

し
つ
つ
、
豊
か
な
研
究
を
発
展
さ
せ
た
イ
エ
ッ
シ
ュ
、
ル
ッ
プ
、
ア
ハ
タ
ー
ベ
ル
ク
の
よ
う
な
研
究
者
も
い
ま
し
た
が
、
一
九
六
〇
年

代
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
彼
ら
は
少
数
派
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
触
れ
る
こ
と
に
不
安

す
ら
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
特
に
憲
法
学
に
お
い
て
非

常
に
重
要
で
し
た
。「
憲
法
科
学
」
と
「
憲
法
解
釈
」、「
認
識
」
と
「
価
値
判
断
」
の
厳
格
な
区
別
は
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
日
本

の
憲
法
学
に
と
っ
て
、
基
本
的
骨
格
を
な
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
方
法
論
上

の
厳
密
性
は
、
公
法
学
の
重
要
な
部
分
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
ケ
ル
ゼ
ン
国
家
学
の
具
体
内
容
も
、
根
本
規
範
論
、
法
段
階
説
、
民

主
制
論
、
議
会
制
論
、
憲
法
裁
判
所
論
な
ど
、
日
本
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
公
法
学

に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
最
も
重
要
な
影
響
は
、
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
の
公
法
学
の
学
問
性
を
維
持
す
る
た

め
に
不
可
欠
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

9　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
状
況
は
急
転
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
最
も

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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著
名
な
四
名
の
理
論
家
（「
カ
ル
テ
ッ
ト
」
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
）、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ス
メ
ン
ト
、
ヘ
ラ
ー
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
中
で
、
最
も
引
用
さ
れ
る
理
論
家
に
な
り
ま
し
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
そ
の
「
国
家
学
」
の
中
で
展
開
し
た
個
々
の
テ
ー
マ
、
例
え
ば
、

国
家
概
念
、
議
会
主
義
、
民
主
制
、
法
秩
序
の
段
階
構
造
、
国
家
結
合
な
ど
に
も
、
多
く
の
国
法
学
者
が
興
味
を
示
し
て
い
ま
す
。
ケ

ル
ゼ
ン
が
、
い
わ
ば
「
再
発
見
」
さ
れ
た
の
で
す
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
約
四
〇
巻
に
の
ぼ
る
ケ
ル
ゼ
ン
全
集
の
刊
行
が
始
ま
り
ま
し

た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
現
在
の
公
法
学
の
具
体
的
諸
課
題
と
向
き
合
い
、
克
服
す
る
上
で
有
用
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ド
イ
ツ
と
は
反
対
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
へ
の
関
心
が
後
退
し
ま
し
た
。
憲
法
学
で
は
、

方
法
論
的
厳
密
性
に
基
づ
い
た
実
証
主
義
的
な
学
問
の
あ
り
方
が
、
不
十
分
な
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
影
響

力
の
あ
っ
た
批
判
の
一
つ
に
、
佐
藤
幸
治
先
生
の
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
先
生
は
、「
規
範
は
規
範
、
現
実
は
現
実
と

割
り
切
」
る
こ
と
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
生
き
た
「
人
間
」
の
日
常
生
活
に
基
盤
を
お
き
な
が
ら
「
良
き
社
会
」
の
形

成
に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
に
こ
そ
「
政
治
」
の
存
在
理
由
が
あ
り
、
日
本
国
憲
法
は
そ
う
し
た
「
人
間
」
と
「
政
治
」
の
た
め
に
こ

そ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
主
権
に
つ
い
て
、
自
律
的
人
間
の
「
生
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
物
語
」（narrative

）
の
共
有
と
い

う
視
点
が
重
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
高
橋
和
之
先
生
も
、
宮
沢
俊
義
先
生
、
樋
口
陽
一
先
生
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
批

判
的
に
検
討
し
て
、
理
念
が
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
暴
露
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
理
念
を
制
度
化
す
る
に
は
、
い
か
な
る
可

能
な
諸
制
度
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
ら
諸
制
度
が
理
念
と
い
か
な
る
適
合
関
係
を
も
つ
の
か
を
提
示
す
る
の
も
憲
法
学
の
課
題
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
制
度
が
理
念
通
り
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
い

か
な
る
制
度
が
い
か
な
る
条
件
の
下
で
理
念
通
り
に
機
能
す
る
か
、
し
な
い
か
、
ま
た
ど
の
程
度
に
お
い
て
、
を
分
析
す
る
こ
と
も
憲

法
学
の
任
務
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」、
と
さ
れ
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
越
え
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」、
と
言
わ
れ
ま
す
。
佐
藤

先
生
、
高
橋
先
生
ら
の
議
論
と
そ
れ
が
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
時
間
の

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
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）

（
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）
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関
係
で
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
こ
に
お
い
て
、「
生
」
や
「
政
治
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
「
旧
派
」
を
批
判
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ス
メ
ン
ト
、
ヘ
ラ
ー
ら
の
「
新
派
」
議
論

と
、
文
脈
と
内
容
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
表
面
上
の
並
行
性
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
日
本
の
憲
法

学
が
、
実
定
憲
法
、
日
本
国
憲
法
を
相
当
自
由
に
読
み
込
み
、
大
胆
に
理
論
を
展
開
し
、
そ
の
下
に
お
け
る
法
政
策
の
追
求
を
志
向
し

た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
代
表
す
る
論
者
が
、
実
際
の
制
度
形
成
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、「
政
治
」

や
制
度
が
、
必
ず
し
も
論
者
の
思
い
描
い
た
よ
う
に
機
能
、
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
も
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
国
家
学
を
学
ん
だ

者
と
し
て
は
、
興
味
を
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
本
に

お
い
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
だ
け
で
は
な
く
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
展
開
し
た
個
別
の
議
論
へ
の
論
及
も
、
減
少
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

10　

こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
に
つ
い
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
独
両
国
の
公
法
学
は
、
対
照
的
で
す
。
そ
れ
が
最
も
如
実
に
現

れ
て
い
る
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
評
価
に
お
い
て
で
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
か
つ
て
は
、
タ
ブ
ー
で
し
た

が
、
今
や
、「
新
た
な
」
定
位
点
で
あ
り
、
公
法
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
を
推
し
進
め
て
い
く
上
で
「
役
に
立

つ
」
発
想
の
源
泉
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
永
ら
く
学
問
性
に
対
す
る
重
要
な
尺
度
で
し
た
が
、
現
在
、

ケ
ル
ゼ
ン
へ
の
関
心
は
や
や
減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
関
心
の
重
点
も
、
両
国
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
関
心
は
、
専
ら
ケ
ル
ゼ
ン
の
国
家
学
に
お
け
る
個
々
の
規
範
的
問
題
設
定
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
社
会
学
的
、

人
類
学
的
研
究
に
は
向
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
、
関
心
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
取
り
組
ん
だ
個
別
の
テ
ー
マ
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
彼
の
方
法
論
的
考
察
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
日
本
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
は
長
い
伝
統
を
持
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
研
究
業
績
も
「
膨
大
な
」
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
。
こ
の
よ
う
に
、
両
国
に
お
い
て
、
対
照
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的
な
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
公
法
学
全
体
の
状
況
に
つ
い
て
の
相
違
を
反
映
し
た
も
の
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。

四　
「
具
体
化
さ
れ
、
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
法
学
の
普
遍
化
」
へ
の
努
力
と
し
て
の
日
独
法
学
交
流

11　

こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
か
ら
、
我
々
が
公
法
学
に
お
い
て
日
独
交
流
に
大
き
な
「
意
欲
」
を
持
っ
て
き
た
理
由
と
、
そ
の
将
来
へ
の

見
通
し
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
日
独
交
流
は
、
も
は
や
継
受
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
概
念
が
同
一
で
あ
っ
た
り
、
学
問

上
の
関
心
や
議
論
が
似
通
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
両
国
の
公
法
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
過
を
辿
り
、
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
っ
て

い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
「
本
質
性
理
論
」
が
、
日
本
の
法
治
行
政
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ド
イ

ツ
の
学
説
が
そ
の
ま
ま
継
受
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
お
い
て
は
、
既
に
一
九
五
〇
年
代
の
終
わ
り
に
、
侵
害
留
保
説

に
対
す
る
有
力
な
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
批
判
論
は
、
立
憲
君
主
制
か
ら
立
憲
民
主
制
へ
の
構
造
転
換
の
意
義
を
強
調
し
、

広
い
範
囲
で
支
持
を
得
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
法
律
に
よ
る
授
権
は
行
政
の
活
動
に
と
っ
て
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
律
に
よ
る

覊
束
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
基
礎
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
本
質
性
理
論
」
が
、
日
本
に
お
い
て
、

議
論
の
自
然
な
帰
結
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
す
。
概
念
や
体
系
の
同
一
性
や
相
似
性
は
、
両
国
の
公
法
学
に
お
け
る
共
通
の
基
盤
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

12　

日
独
学
術
交
流
を
通
じ
て
、
両
国
の
学
問
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
ら
の
独
自
性
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
の
在
り
方
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
は
、
客
観
化
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
、
そ
の
こ
と

を
通
じ
て
省
察
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
の
日
本
の
研
究
状
況
は
、
お
よ
そ
日
本
の
公
法
研
究
者
の
関
心
と
課
題
、
お
よ
び
、
公
法
学
の

文
脈
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
じ
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
に
つ
い

（
14
）

（
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）
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て
日
独
学
術
交
流
を
行
え
ば
、
両
国
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
と
公
法
学
の
独
自
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の

対
照
的
な
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
独
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
の
結
果
に
は
、
多
く
の
共
通
性
も
見
出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
高
い
蓋

然
性
で
も
っ
て
、
一
般
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
日
独
交
流
は
、
両
国
の
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
の
普
遍
性
を
高
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

13　

公
法
学
の
日
独
交
流
は
、
両
国
の
研
究
者
が
共
通
基
盤
に
基
づ
い
て
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
ま
す
。
我
々
は
、
交
流

を
通
じ
て
、
自
ら
を
よ
り
よ
く
知
り
、
我
々
の
学
問
の
普
遍
性
を
高
め
ま
す
。
法
学
に
お
け
る
具
体
的
な
交
流
は
、
具
体
的
な
人
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
今
後
も
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
私
が
、
優
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
法

学
分
野
に
お
け
る
日
独
交
流
を
、「
具
体
化
さ
れ
、
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
法
学
の
普
遍
化
へ
の
努
力
」
と
呼
ん
で
も
、
そ
れ
は
決
し

て
誇
張
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
然
科
学
と
比
較
い
た
し
ま
す
と
、
法
学
は
実
務
拘
束
性
・
文
脈
拘
束
性
を
そ
の
特
徴
と
し

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
学
は
、
同
時
に
、
そ
れ
が
学
問
で
あ
る
以
上
、
普
遍
性
に
定
位
し
、
普
遍
的
な
説
得
力
を
持
た
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
具
体
的
に
追
究
す
る
の
か
は
、
法
学
者
に
と
っ
て
、
最
も
困
難
な
課
題
で
す
。
も
し
も
、

我
々
の
研
究
結
果
が
、
学
問
に
お
け
る
共
通
の
基
盤
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
異
な
る
文
脈
を
持
っ
た
尊
敬
に
値
す
る
研
究
者
に
対
し
て

説
得
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
研
究
活
動
に
お
け
る
努
力
が
普
遍
化
に
向
け
て
進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
よ
い
兆
候
、

と
受
け
取
る
こ
と
が
、
あ
る
程
度
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
と
は
異
な
る
文
脈
に

い
る
ド
イ
ツ
の
法
学
研
究
者
達
に
、
日
本
の
文
脈
を
比
較
と
い
う
方
法
で
明
ら
か
に
し
、
我
々
の
研
究
結
果
を
客
観
的
に
説
明
す
る
こ

と
は
、
普
遍
性
の
追
究
、
す
な
わ
ち
普
遍
化
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
法
学
研
究
者
に
と
っ

て
も
、
彼
ら
の
研
究
結
果
と
そ
の
説
得
力
が
日
本
の
法
学
研
究
者
に
よ
っ
て
客
観
的
に
、
そ
し
て
、
方
法
論
的
緻
密
さ
を
持
っ
て
分
析

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。



公法学における日独学術交流の意義

（阪大法学）63（6-171）　1875〔2014. 3 〕

五　

お
わ
り
に

14　

法
学
分
野
に
お
け
る
日
独
交
流
は
、
法
学
の
普
遍
化
を
追
究
す
る
人
々
の
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
人
的
な
サ
ー
ク
ル
は
決
し
て
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
こ
に
お
い
て
日

本
や
ド
イ
ツ
の
法
学
研
究
者
が
特
権
的
地
位
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
学
問
に
お
け
る
共
通
の
基
盤
が
存
在
し
、
文
脈

拘
束
性
へ
の
繊
細
な
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
普
遍
化
を
追
究
す
る
法
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
の
担
い
手
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
担
い
手
の
範
囲
が
拡
大
す
れ
ば
、
法
学
の
学
問
性
は
よ
り
高
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。

15　

世
界
中
を
見
れ
ば
、
日
独
法
学
交
流
に
比
較
し
得
る
現
象
も
見
ら
れ
、
そ
の
広
が
り
と
深
ま
り
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
も
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
近
隣
諸
国
、
特
に
韓
国
、
台
湾
の
法
、
法
学
は
、
日
本
法
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
重
層
的
に
受
け
て
い
ま
す
。

台
湾
の
民
事
法
に
つ
い
て
は
、
石
部
雅
亮
先
生
が
鮮
や
か
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
韓
国
、
台
湾
の
法
学
者
に
は
、
本

日
お
越
し
い
た
だ
い
て
い
る
崔
光
濬
（T

sche K
w

ang Jun

）
教
授
の
よ
う
に
、
我
々
と
共
通
の
基
盤
を
持
ち
つ
つ
、
ご
自
身
の
文

脈
に
つ
い
て
繊
細
な
意
識
を
持
た
れ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
近
隣
諸
国
の
法
学
研
究
者
と
の
交
流
は
、
そ
も
そ
も
重
要
で
す
が
、

普
遍
化
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
れ
は
捉
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

16　

二
十
年
来
、
外
国
法
・
外
国
法
学
の
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
驚
く
程
容
易
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国

法
・
外
国
法
学
に
つ
い
て
の
知
見
が
増
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
多
く
の
も
の
を
も
た
ら
し
ま
せ
ん
。
方
法
論
と
文
脈
へ
の
繊
細

さ
を
持
つ
こ
と
、
概
念
と
体
系
を
大
切
に
し
て
そ
れ
ら
に
注
意
を
払
う
こ
と
、
歴
史
的
な
捉
え
方
を
す
る
こ
と
、
自
己
相
対
化
・
自
己

省
察
の
能
力
と
用
意
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
な
け
れ
ば
、
多
く
の
知
見
を
集
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
情
報
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
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か
ら
し
ば
し
ば
性
急
な
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、「
論
拠
と
し
て
だ
け
の
比

較
法
学
」（Rechtsvergleichung nur als A

rgum
ent

）
と
で
も
称
す
べ
き
あ
り
方
で
す
。
つ
ま
り
、
学
問
性
に
基
づ
く
学
的
交
流

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
他
を
知
り
、
自
ら
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
尊

敬
に
値
す
る
研
究
者
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
我
々
自
身
の
学
問
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な

交
流
、
対
話
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
日
常
的
な
学
的
努
力
は
、
普
遍
化
へ
の
努
力
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
努

力
を
具
体
化
し
意
識
的
に
す
る
た
め
に
は
、
実
際
に
交
流
、
対
話
を
行
い
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
私
に
対

す
る
今
回
の
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
授
与
は
、
非
常
に
畏
れ
多
い
も
の
で
あ
り
、
私
自
身
は
今
で
も
と
ま
ど
っ
て
お
り
ま
す
。
と
は
言
え
、
そ

れ
は
、
交
流
、
対
話
を
促
進
す
る
よ
う
機
能
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
意
義
は
、
そ
れ
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。

上
山
安
敏
『
法
社
会
史
』
み
す
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書
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（
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六
年
）
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。

上
山
・
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）
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、
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高
田
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『
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治
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』
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）
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の
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。
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高
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篤
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ゼ
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ゼ
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A
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akada, D
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