
　

西
川
如
見
講
義
ノ
ー
ト

─　

理
系
人
の
道
徳
観
と
は　

─

常
吉　

幸
子

【
要
旨
】

NICE

キ
ャ
ン
パ
ス
長
崎
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
科
目
の
一
部
と
し
て
、
西
川
如

見
の
『
町
人
囊
』
を
紹
介
す
る
講
義
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
若
干
興
味
を
引
か

れ
た
〈
問
題
点
〉
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
、
考
え
を
展
開

し
て
み
た
の
が
こ
の
論
文
で
あ
る
。
身
分
制
と
は
何
だ
ろ
う
。
単
に
社
会
的
に

制
度
化
さ
れ
た
〈
不
公
正
〉
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
の
身
分
制

に
お
い
て
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
を
奪
わ
れ
、
人
間
ら
し

く
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
理

念
と
し
て
の
身
分
秩
序
は
、
さ
ほ
ど
有
害
で
は
な
く
、
身
分
が
低
い
と
い
う
こ

と
そ
れ
自
体
は
、な
に
ひ
と
つ
奪
わ
な
い
。社
会
的
不
公
正
は
、本
質
的
に
は
も
っ

と
別
な
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
筆
者
は
結
局
い
い
た
い
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
は
本

論
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
〈
格
差
論
〉
に
行
き

着
く
は
ず
だ
。

長
崎
の
誇
る
知
識
人
に
し
て
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
『
長
崎
先
民
伝

注
解
─
長
崎
の
文
苑
と
学
芸
─
』１

に
も
載
る
西
川
如
見
。
天
文
・
暦

学
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
、
将
軍
家
の
下
問
も
う
け
た
と
い
う
が
、
そ

の
天
文
・
暦
学
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
と
ん
と
疎
い
分
野
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
私
自
身
が
〈
文
系
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、

長
崎
鍛
冶
屋
町
の
商
家
の
生
ま
れ
。
二
十
代
で
学
に
志
し
、
天
文
暦

算
を
好
ん
だ
。
五
十
才
で
家
業
を
長
子
に
譲
っ
て
隠
居
、
ま
す
ま
す

研
究
に
励
ん
だ
。
享
保
四
年
七
十
二
才
で
徳
川
吉
宗
に
招
か
れ
て
、

江
戸
に
。
天
文
学
に
つ
い
て
下
問
を
う
け
た
。
こ
の
こ
と
が
終
わ

り
、
し
ば
ら
く
江
戸
に
滞
在
し
た
後
、
長
崎
に
帰
っ
て
間
も
な
く
な

く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
彼
の
生
涯
の
「
達
成
」

を
記
念
す
る
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う２

。

そ
も
そ
も
、
理
系
人
・
文
系
人
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
だ
ろ
う
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
谷
氏
の
『
理
系
あ
る
あ
る
』
を
参
考
に
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
真
面
目
で
も
深
刻
で
も
な
い
と
こ
ろ

が
い
い
。
そ
も
そ
も
、
私
自
身
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
だ
と
い
え
ば

い
い
だ
ろ
う
か
。
文
系
と
理
系
の
中
間
ぐ
ら
い
と
い
っ
て
お
け
ば
い

い
か
。
学
歴
か
ら
す
れ
ば
完
全
に
「
文
系
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
亡

く
な
っ
た
父
も
、
弟
も
バ
リ
バ
リ
の
理
系
人
類
で
、
珈
琲
を
飲
ん
だ

カ
ッ
プ
に
少
し
紅
茶
を
入
れ
て
、
濯
い
で
捨
て
、
あ
ら
た
め
て
紅
茶

1



を
注
い
で
飲
み
な
が
ら
、「
共と

も

液え
き

洗せ
ん

浄じ
ょ
う」

な
ん
て
い
う
、
理
系
ジ
ョ
ー

ク
に
付
き
合
わ
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
た
だ
、
私
自
身
は
数
字
は
苦

手
。
数
学
的
帰
納
法
以
外
の
数
学
を
、
面
白
い
と
思
っ
た
記
憶
が
な

い
。
だ
か
ら
、
中
間
型
だ
が
文
系
人
間
に
帰
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
か
。
文
系
人
類
の
道
徳
観
と
い
う
の
は
、
実
際
ど
う
な
の
だ

ろ
う
。
は
っ
き
り
い
っ
て
、
相
当
イ
ン
チ
キ
臭
い
よ
う
な
。
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
、
反
道
徳
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
嶋
由
紀
夫
に
『
不
道
徳
教
育
講
座
』
な
ど
と
い
う
ふ
ざ
け
た
題

名
の
著
書
が
あ
る
。
文
系
人
類
は
、
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う

な
気
が
す
る
が
、
す
く
な
く
と
も
「
文
学
」
に
関
わ
る
限
り
、
悪
・

不
道
徳
・
価
値
の
破
壊
は
、
つ
い
て
回
り
、
か
え
っ
て
滝
沢
馬
琴
な

ど
の
〈
勧
善
懲
悪
〉
な
ど
の
ほ
う
が
逆
に
悪
評
紛
々
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
は
『
善
悪
の
彼
岸
』（1885)　
『
道
徳
の
系
譜
学
』（1887

）

に
お
い
て
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
や
、
良
心
の
呵
責
、
禁
欲
主

義
な
ど
の
由
来
を
解
剖
し
て
、
そ
の
既
存
道
徳
を
無
効
に
し
よ
う
と

し
た
。
す
く
な
く
と
も
近
代
的
「
文
学
」
は
、
道
徳
と
対
立
し
が
ち

で
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
道
徳
は
そ
の
よ
う
に
生
き

る
上
で
邪
魔
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

機
能
不
全
に
陥
っ
た
古
い
道
徳
体
系
は
と
も
か
く
、
た
と
え
ば
、
人

を
殺
さ
な
い
、
騙
さ
な
い
、
盗
ま
な
い
、
と
い
っ
た
も
っ
と
も
単
純

か
つ
基
本
的
で
普
遍
的
、
か
つ
、
実
際
に
遍
在
し
て
い
る
道
徳
規
範

は
、
私
た
ち
が
社
会
の
中
で
よ
り
安
全
か
つ
生
産
的
に
生
き
て
い
く

た
め
に
は
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
無
し
に

は
私
た
ち
は
生
き
て
い
け
な
い
。
私
た
ち
人
類
が
、
よ
り
よ
く
生
き

る
た
め
に
こ
そ
、
そ
の
基
本
的
な
道
徳
律
は
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も

の
と
し
て
進
化
し
つ
つ
、
平
和
で
安
全
な
世
界
・
社
会
を
築
き
つ
つ

あ
る
の
で
あ
り
、
そ
ち
ら
の
方
こ
そ
が
、〈
人
〉
の
本
性
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ピ
ン
カ
ー
の
い
わ
ん
と
す
る

と
こ
ろ
だ
ろ
う３

。
い
わ
ば
、
人
の
本
性
は
よ
い
も
の
で
あ
り
、
よ

り
良
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
は
洗
練
さ
れ
、
人
と
い
う
種
の
繁

栄
に
さ
ら
に
ま
す
ま
す
寄
与
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
。
治
安
の
悪
い

都
市
は
人
が
去
っ
て
い
っ
て
滅
び
、
治
安
の
良
い
都
市
は
、
ま
す
ま

す
人
が
集
ま
っ
て
き
て
繁
栄
す
る
。
人
社
会
の
「
道
徳
性
」
と
は
、

適
者
生
存
の
〈
鉄
則
〉
の
も
と
に
、
人
類
を
よ
り
繁
栄
さ
せ
る
シ
ス

テ
ム
で
あ
り
原
則
で
あ
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
牛
肉
を
食
べ
な
い
の
は
、
貧
し
く
過
酷
な

古
代
農
村
に
お
い
て
、
い
か
に
飢
饉
に
襲
わ
れ
て
家
族
の
餓
死
に
直

面
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
耕
作
を
助
け
て
く
れ
る
牛
を
食
べ
る
こ
と

を
容
認
す
る
な
ら
ば
、
何
年
も
連
続
で
、
ま
た
は
波
状
攻
撃
的
に
断

続
し
て
飢
饉
が
襲
う
う
ち
に
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
存
続
で
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き
な
く
な
る
か
ら
だ
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
牛
を
殺
し
て
食
べ

た
り
絶
対
に
し
な
い
、
そ
う
い
う
戒
律
を
も
つ
村
だ
け
が
、
そ
の
よ

う
な
環
境
で
生
き
残
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
と
い
う４

。

そ
う
い
う
現
実
的
な
〈
道
徳
〉
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
そ
う
そ
う

文
系
か
理
系
か
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
は
困
る
。
社
会
は
一
つ
な
の
だ

か
ら
。
先
掲
の
、
文
系
道
徳
が
〈
悪
の
ス
ス
メ
〉
め
い
て
見
え
る
理

由
は
、
賢
明
な
み
な
さ
ん
は
と
っ
く
に
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、〈
自

己
愛
〉
を
禁
じ
る
よ
う
な
、
単
に
人
々
を
不
幸
に
す
る
〈
道
徳
〉
を

破
壊
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
し
、そ
れ
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。〈
偽

善
〉
を
嫌
う
近
代
に
典
型
的
な
神
経
症
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
や
、〈
良

心
の
呵
責
〉
の
如
き
、
残
虐
で
人
を
不
幸
に
す
る
も
の
が
気
に
入
ら

な
い
だ
け
の
、
む
し
ろ
、
健
全
さ
を
志
向
す
る
現
実
的
な
道
徳
観
に
、

潔
癖
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
、
問
題
性
の
状
況
の
中
で
、
ひ
と
つ
の
理
系
人
類
の

〈
道
徳
観
〉
の
一
例
と
し
て
、
こ
の
西
川
如
見
の
『
町
人
囊

底拂

』（
元

禄
五
年
刊
）
を
観
察
し
て
み
た
い
、
そ
の
よ
う
な
興
味
を
持
っ
た
、

と
い
う
こ
と
か
ら
、NICE

キ
ャ
ン
パ
ス
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
科
目
「
長

崎
を
知
る
」
の
一
コ
マ
を
担
当
し
、
講
義
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
わ

け
な
の
だ
。
如
見
は
ど
の
程
度
ち
ゃ
ん
と
〈
理
系
〉
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
、
貝
原
益
軒
の
啓
蒙
書
と
同
じ
「
柳
枝
軒
茨
木
多
左
衛５

門
」

か
ら
出
さ
れ
た
、一
般
向
け
の
著
書
に
、ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
傾
向
や
、
思
考
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

序
文
を
見
る
と
、

聞
た
こ
と
は
聞
捨
と
や
ら
ん
な
れ
ど
も
、
た
ま
〳
〵
籠
耳
の
底

に
留
り
し
を
、
た
ゞ
に
捨
置
な
ん
も
本
意
な
く
て
、
か
つ
〴
〵
か

き
あ
つ
め
侍
り
ぬ
。

と
、
語
り
始
め
る
。

「
家
童
子
に
あ
た
へ
て
、
昼
ぶ伏

し
の
眠
冷
ま
し
に
も
が
な
」、
何
も

か
も
取
り
込
ん
で
お
く「
乞
食
袋
」。
何
も
か
も
取
り
込
ん
で
し
ま
っ

て
、
選
び
用
い
る
ち
か
ら
も
な
く
、
袋
の
底
で
か
び
臭
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
を
、
と
も
い
う
。「
分
別
囊
の
ひ
と
へ
底
抜
け６

や
す
き
」

「
笑
ひ
ぐ
さ
」「
か
わ
ゆ
き
わ
ざ
に
な
む
」⋯

⋯

。

『
徒
然
草
』
流
の
謙
辞
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
世
の
人
々
か
ら

き
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
す
、
と
い
う
著
作
方
針
を
述
べ
て
い
る

わ
け
で
、
こ
の
後
に
続
く
本
編
は
、
悉
く
「
聞
き
集
め
」
を
語
る
と

い
う
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
情
報
源
の
い
く
ら
か
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は
、
西
川
如
見
自
身
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、
選
択
し
編
集
し
た
の
は

間
違
い
な
く
彼
自
身
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
・
配
列
に
如

見
自
身
の
思
想
・
思
考
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
も
、
無
理
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
冒
頭
の
第
一
段
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

或
人
の
云
、「
町
人
に
生
れ
て
其
み
ち
を
楽
し
ま
ん
と
思
は
ゞ
、

ま
づ
町
人
の
品
位
を
わ
き
ま
へ
、
町
人
の
町
人
た
る
理
を
知
て

の
ち
、
其
心
を
正
し
、
其
身
を
お
さ
む
べ
し
。⋯
⋯

こ
れ
は
、
こ
の
世
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
町
人
に
生

れ
た
自
分
た
ち
が
幸
せ
に
生
き
る
た
め
の
「
修
身
」
を
始
め
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
如
見
は
「
五
等
の
人
倫
」
と
よ
ん
で
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

第
一　

天
子
　
↓
　
禁
中
様(

天
皇)

第
二　

諸
侯　

→　

大
名
衆

第
三　

卿
大
夫　

→　

官
位
の
あ
る
旗
本
・
物
頭

第
四　

士　

→　

無
官
の
諸
旗
本

第
五　

庶
人　

→　

四
民　

①　

士
（
諸
国
の
諸
侍
）　

②　

農　

③　

工
（
諸
職
人
）　

④　

商
（
諸
商
人
）

こ
の
五
等
と
四
民
を
如
見
は
「
天
理
自
然
の
人
倫
」
で
あ
り
、
先

述
の
五
等
の
人
倫
も
こ
の
四
民
あ
っ
て
こ
そ
立
ち
い
く
の
で
あ
っ

て
、
世
界
万
国
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
四
民
が
い
な
い
国
は
な
い
。

こ
の
世
の
成
り
立
ち
を
「
必
然
」
と
し
て
語
り
な
が
ら
、
注
目
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
工
と
商
を
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
「
町
人
」
を
提
示

し
、
こ
の
身
分
制
度
の
中
で
「
最
下
位
」
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に

受
け
入
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。

い
に
し
へ
は
百
姓
よ
り
町
人
は
下げ

座ざ

な
り
と
い
へ
ど
も
、
い

つ
比
よ
り
か
天
下
金
銀
づ
か
ひ
と
な
り
て
、
天
下
の
金
銀
財
宝

み
な
町
人
の
方
に
主つ

か
さど

れ
る
事
に
て
、
貴
人
の
御
前
へ
も
召
出

さ
る
ゝ
事
も
あ
れ
ば
、
い
つ
と
な
く
其
品
百
姓
の
上
に
あ
る
に

似
た
り
。
況
や
百
年
以
来
は
、天
下
静
謐
の
御
代
な
る
故
、儒
者
・

医
者
・
歌
道
者
・
茶ち

ゃ

湯の
ゆ

風ふ
う

流り
ゅ
うの

諸
芸
者
、
多
く
は
町
人
の
中
よ

り
出
来
る
こ
と
に
な
り
ぬ
。
水
は
万
物
の
下
に
あ
り
て
万
物
を

う
る
ほ
し
養
へ
り
。
町
人
は
四
民
の
下
に
位
し
て
上
五
等
の
人

倫
に
用
あ
り
。
か
ゝ
る
世
に
生
れ
か
ゝ
る
品
に
生
れ
相
ぬ
る
は
、

ま
こ
と
に
身
の
幸
に
あ
ら
ず
や
。
下
に
居
て
上
を
し
の
が
ず
、

他
の
威
勢
あ
る
を
羨
ま
ず
、簡
略
質
素
を
守
り
、分
際
に
安
ん
じ
、
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牛
は
牛
づ
れ
を
楽
み
と
せ
ば
、
一
生
の
楽
み
尽
る
事
勿
る
べ７

し
。

ど
う
だ
ろ
う
か
。「
下
に
居
て
上
を
し
の
が
ず
」「
羨
ま
ず
」「
簡
略
・

質
素
」「
分
際
に
安
ん
じ
」
そ
れ
が
、町
人
で
あ
る
自
分
た
ち
に
と
っ

て
の
一
生
の
楽
し
み
、
つ
ま
り
、
一
生
を
幸
福
に
過
ご
す
秘
訣
だ
と

い
う
の
だ
。
こ
の
「
基
本
原
理
」
の
よ
う
な
も
の
、こ
の
世
間
の
「
仕

組
み
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
こ
こ
に
お
か
れ
る
べ
く
し
て
お
か
れ
た

と
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
『
町
人
囊
』
と
い
う
啓
蒙

書
の
目
的
は
町
人
に
と
っ
て
の
「
一
生
の
楽
し
み
」
と
は
何
か
を
説

く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
一
生
の
楽
し
み
」
を
得
る
た
め
に
は
「
分

際
に
安
ん
ず
る
」
こ
と
が
何
よ
り
大
切
だ
、
と
教
え
て
い
る
こ
と
に

な
る
。最
下
位
の
身
分
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
と
か
れ
て
い
る
よ
う
で
、

「
天
下
金
銀
づ
か
ひ
」
と
な
っ
た
。「
天
下
の
金
銀
財
宝
み
な
町
人
」

の
管
轄
だ
、
と
た
た
み
か
け
、
儒
者
か
ら
諸
芸
道
の
堪
能
ま
で
、
諸

道
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
た
ち
は
町
人
階
級
か
ら
輩
出
し
て
い
る
。⋯

⋯

自
分
た
ち
を
最
下
位
に
位
置
づ
け
る
封
建
的
身
分
制
を
完
全
に
受
け

入
れ
な
が
ら
、
社
会
全
体
を
支
え
る
自
負
と
、
意
気
揚
々
「
町
人
の

天
下
」
を
謳
歌
す
る
よ
う
な
気
分
の
汪
溢
は
、
読
む
者
を
ち
ょ
っ
と

不
思
議
な
気
分
に
さ
せ
る
。
西
鶴
の『
日
本
永
代
蔵
』巻
一
の
三「
浪

風
静
か
に
神
通
丸
」
冒
頭
に
大
坂
北
浜
の
米
市
場
の
隆
盛
、
莫
大
な

金
額
を
一
瞬
で
動
か
す
─
「
一
刻
の
う
ち
に
五
万
貫
目
の
た
て
り
あ

き
な
い
」─
豪
儀
な
商
人
た
ち
。幕
府
が
と
き
お
り
、ピ
ン
ボ
ケ
た「
改

革
」
を
う
っ
て
、
経
済
を
死
ぬ
ほ
ど
凍
り
付
か
せ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
当
時
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
基
本
的
に
健
全
で
、
そ
れ
を
握
っ
て
い

た
商
人
た
ち
は
、
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
以
前
、「
格
差
は
社
会
の
一
体
感
を
損
な
う８

か
」
で
も

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
四
民
平
等
を
高
ら
か
に

謳
う
、
た
と
え
ば
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
、
身
分
制
を

そ
の
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
と
し
て
、
規
定
す
る
こ
の
『
町
人

囊
』
の
一
部
分
は
、
全
く
逆
の
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
全
く
「
逆

の
前
提
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
そ
の
信
念
と
原
理
を
体
現
す

る
も
の
た
ち
の
現
実
の
世
界
に
お
け
る
行
動
は
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な

い
。
だ
か
ら
、
人
々
は
平
等
な
の
か
、
そ
れ
と
も
身
分
差
は
絶
対
な

の
か
、
そ
ん
な
こ
と
に
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
も
、
あ
ま
り
意
味
は
無

く
、
ど
ち
ら
か
に
仮
に
議
論
の
決
着
を
つ
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
結

局
な
に
も
か
わ
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、「
金
銀
を
主
る
」
の
は
我
々

だ
と
い
う
、
自
負
を
も
つ
彼
ら
が
、
既
に
彼
ら
が
手
に
し
た
「
実
権
」

を
自
覚
し
、
そ
れ
を
行
使
し
、「
楽
し
む
」
事
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
町
人
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
」
と
関
わ
る
の
が
、
次
の
よ
う

な
一
節
で
あ
る
。
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町
人
多
く
集
り
て
咄
け
る
中
に
、
一
人
の
い
へ
る
は
、「
侍
の

侍
く
さ
く
、
学
者
の
学
者
く
さ
く
、
味
噌
汁
の
み
そ
く
さ
き
は

わ
る
し
」
と
い
へ
ば
、
一
人
の
宿
老
の
い
へ
る
は
、「
ま
こ
と
に

左
様
に
て
侍
り
。
去
な
が
ら
町
人
は
町
人
く
さ
き
こ
そ
よ
く
侍

る
も
の
を
」
と
い
は
れ
し
。
こ
れ
も
こ
と
は
り
な
る
か
な
。

町
人
は
町
人
ら
し
い
の
が
い
い
、
と
い
う
以
上
に
、
こ
こ
で
は

ち
ょ
っ
と
〈
卑
下
慢
〉
め
い
た
気
分
を
読
み
取
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う

か
。
侍
が
侍
く
さ
け
れ
ば
、
傲
慢
で
鼻
持
ち
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
学
者
が
学
者
く
さ
け
れ
ば
、
衒
学
的
で
い
け
好
か
な
い
と
受
け

と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
町
人
は
い
く
ら
町
人
く
さ

く
て
も
搆
わ
な
い
。
身
分
制
の
最
下
位
に
位
置
す
る
町
人
は
、
根
っ

か
ら
町
人
ら
し
く
、
町
人
の
「
品し

な

位く
ら
い」

を
わ
き
ま
え
て
、
そ
の
身
分

に
ふ
さ
わ
し
く
謙
虚
に
ひ
か
え
て
い
れ
ば
い
い
。
経
済
的
実
権
を
握

り
、
文
化
的
に
上
昇
気
流
に
乗
っ
て
い
る
彼
ら
。
彼
ら
は
ま
だ
淀
屋

事
件
を
経
験
し
て
い
な
い
の
だ
。

先
ほ
ど
、
西
川
如
見
が
誇
ら
か
に
謳
っ
た
、「
町
人
が
社
会
を
う

る
お
し
、
町
人
が
社
会
を
支
え
て
い
る
」
自
覚
は
、
西
鶴
の
『
日
本

永
代
蔵
』に
そ
の「
写
し
絵
」を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
町
人
に
よ
っ

て
、
当
時
の
日
本
の
巨
大
な
経
済
は
、
す
で
に
力
強
く
ま
わ
り
は
じ

め
て
い
る
。「
淀
屋
事９

件
」
以
前
の
お
お
ら
か
な
空
気
の
な
か
で
、

そ
の
経
済
的
繁
栄
が
、
西
鶴
に
は
「
活
写
」
さ
れ
、
如
見
に
は
認
識

さ
れ
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
通
す
る
テ
ー
マ
も
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、

或
人
の
云
、「
長
者
二
代
な
し
と
い
ふ
は
、
必
ず
一
代
に
て
ほ

ろ
ぶ
る
に
は
あ
ら
ず
。
一
生
辛
苦
を
積
て
漸
く
富
と
い
へ
ど
も
、

子
孫
に
至
り
ぬ
れ
ば
、
い
つ
と
な
く
花
車
風
流
に
成
行
、
驕
る

心
出
来
て
、
財
宝
を
費
し
失
ふ
は
、
父
の
志
を
や
ぶ
り
そ
こ
な

ふ
道
理
な
れ
ば
、
不
孝
の
罪
尤
ふ
か
し
。
家
財
は
先
祖
よ
り
子

孫
栄
久
の
た
め
に
貯
へ
置
れ
し
物
な
れ
ば
、
我
身
一
分
の
栄
花

に
費
し
失
ふ
は
大
な
る
罪
人
な
り
。
お
の
れ
ま
つ
た
ふ
し
て
又

我
子
に
譲
り
あ
た
ふ
る
は
、
先
祖
よ
り
の
預
か
り
物
を　

又
先

祖
に
か
へ
す
道
理
あ
り
。是
孝
行
の
第
一
な
り
。書
経
の
無
逸
に
、

父
母
稼
穡１

０

に
勤
労
す
れ
ど
も
、
其
子
稼
穡
の
艱
難
を
し
ら
ず
、

乃い
ま
し

逸い
つ

し
て
乃

い
ま
し

諺こ
と
ばし

既
に
誕い

つ
はる

、
と
あ
り
。
い
づ
れ
も
先
祖
の
質

素
管
区
を
わ
す
れ
て
安
楽
放
逸
を
こ
と
ゝ
し
て
、
終
に
家
業
を

や
ぶ
る
事
を
い
ま
し
め
た
り
」
と
あ
り
。
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こ
の
段
は
、
短
め
な
の
で
、
全
文
を
抜
い
て
み
た
。
だ
い
た
い
全

編
こ
の
よ
う
に
「
或
人
の
云
、⋯

⋯

と
あ
り
」
と
い
っ
た
聞
書
形
式

で
貫
か
れ
て
い
る
。
西
川
如
見
は
「
長
者
二
代
な
し
」
と
い
う
諺
に

つ
い
て
、
必
ず
し
も
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
い
つ
つ
、
な

ぜ
そ
う
な
り
が
ち
な
の
か
、
を
原
理
的
に
説
明
し
て
い
る
、
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、先
に
も
挙
げ
た
西
鶴
の
『
永
代
蔵
』

巻
一
の
三
「
二
代
目
に
破
る
扇
の
風
」
は
、
そ
の
「
二
代
目
」
に
あ

た
る
「
世
伜
」
は
親
思
い
の
孝
行
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
父
親
そ
っ

く
り
の
始
末
屋
で
、「
し
わ
い
せ
ん
さ
く
」
に
明
け
暮
れ
て
、
ま
す

ま
す
身
代
を
伸
ば
す
。
そ
う
、「
必
ず
一
代
に
て
ほ
ろ
ぶ
る
に
は
あ

ら
ず
」、
そ
の
通
り
。
し
か
し
、
こ
の
男
は
運
の
良
い
こ
と
に
、
あ

る
い
は
運
の
悪
い
こ
と
に
、
わ
ず
か
一
分
金
を
封
入
し
た
、
遊
女
に

宛
て
た
文
を
拾
う
。
そ
の
遊
女
を
捜
し
当
て
て
渡
し
て
や
ろ
う
、
と

い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
渡
し
そ
び
れ
、
そ
こ
で
ふ
と
き
ざ
し

た
浮
気
心
、
自
分
の
金
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
金
を
使
っ
て
一

生
一
度
の
お
楽
し
み
を
し
よ
う
、
な
ど
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
が
運

の
尽
き
。
今
ま
で
近
よ
り
も
し
な
か
っ
た
遊
女
遊
び
の
面
白
さ
に
開

眼
。
そ
れ
が
運
の
尽
き
と
な
っ
て
、
四
、五
年
で
さ
し
も
の
身
代
を

使
い
潰
し
た
と
い
う
。
お
も
い
も
よ
ら
な
い
成
り
行
き
。
油
断
大
敵

だ
。
そ
し
て
、
こ
の
一
話
が
そ
っ
く
り
「
鎌
田
屋
の
な
に
が
し
」
が

子
ど
も
に
い
ま
し
め
と
し
て
語
っ
た
内
容
で
あ
る
、
と
そ
う
し
た
て

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
西
鶴
と
如
見
は
問
題
性
の
場
を
共
有
し

て
お
り
、
同
様
の
現
実
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
を
展
開
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
如
見
は
、先
祖
の
創
業
の
苦
労
を
子
孫
が
理
解
せ
ず
、

安
逸
に
ふ
け
る
こ
と
か
ら
「
長
者
に
二
代
な
し
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

な
事
象
が
起
こ
る
と
解
き
、
西
鶴
は
死
後
も
父
に
孝
行
を
尽
く
し
、

始
末
を
事
と
し
、家
業
に
努
め
ま
す
ま
す
身
代
を
伸
ば
す
「
理
想
的
」

な
息
子
も
、ち
ょ
っ
と
し
た
さ
も
し
い
心
か
ら
魔
が
差
し
た
よ
う
に
、

悪
場
所
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。⋯

⋯

西
鶴
は
意
外
な
展
開
と
「
心
の

隙
間
」
と
い
っ
た
実
に
人
間
的
な
要
因
か
ら
、
こ
の
事
象
の
「
境
界

線
」
を
押
し
広
げ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　

『
町
人
囊
』
に
は
、
如
見
が
「
文
学
論
」
ら
し
き
も
の
を
展
開
す

る
一
節
も
あ
る
。

「
謡
・
平
家
・
舞
は
い
ふ
に
及
ば
ず
、
浄
瑠
璃
・
小
歌
の
類
も
、

昔
の
は
人
の
教
戒
共
成
べ
き
事
多
か
り
し
。
時
の
盛
衰
、
人
の

善
悪
を
諷
し
て
、
勧
善
懲
悪
の
便
と
し
、
人
の
心
を
も
和
ら
げ

ん
為
也
。
浄
瑠
璃
は
信
長
公
時
代
よ
り
始
り
、義
経
の
お
も
ひ
人
、
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浄
瑠
璃
御
前
の
事
を
つ
く
り
て
音
曲
と
な
せ
り
。
其
後
慶
長
の

比
よ
り
こ
そ
、
西
宮
の
傀
儡
子
を
か
た
ら
ひ
て
人
形
を
ま
は
さ

せ
た
り
。
其
比
の
浄
瑠
璃
は
み
な
義
経
記
・
平
家
物
語
・
曾
我

物
語
の
内
を
や
つ
し
て
、
や
さ
し
き
事
お
お
か
り
し
か
共
、
近

年
の
浄
瑠
璃
と
い
ふ
も
の
は
、
わ
け
も
な
き
ば
さ
ら
を
第
一
と

す
る
ゆ
へ
に
、
邪
欲
の
媒
と
成
て
人
を
そ
こ
な
へ
り
。⋯
⋯

」

こ
の
あ
と
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
創
始
と
発
展
に
つ
い
て
、
か
な

り
正
確
な
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
古
い
物
は
「
其
唱
雅
い
づ
れ
も
人

の
心
を
和
ら
げ
、
世
俗
の
教
訓
と
も
成
べ
き
事
多
し
。
童
幼
の
は
や

り
歌
も
、
古
の
は
物
に
よ
そ
へ
て
代
を
風
し
た
る
事
な
ど
有
て
、
上

つ
か
た
の
人
に
心
を
付
る
類
も
あ
り
し
。
今
の
小
歌
は
其
す
が
た
甚

い
や
し
く
、
其
唱
雅
も
筋
な
き
徒

い
た
づ
ら

事ご
と

に
て
、
淫
乱
不
道
動
の
媒
と

成
も
の
な
れ
ば
、
若
き
町
人
な
ど
、
ゆ
め
〳
〵
も
て
あ
そ
ぶ
ぶ
べ
か

ら
ず
」⋯

⋯

こ
れ
が
結
論
部
分
。
昔
の
も
の
は
、優
雅
で
や
さ
し
く
、

い
ま
ど
き
の
物
は
「
甚
い
や
し
く
」「
筋
も
な
き
徒
事
」
文
学
の
役

割
を
「
勧
善
懲
悪
」「
諷
諫
」
と
き
め
つ
け
、
古

い
に
し
へは

雅み
や
びだ

が
、
今
は

い
や
し
い
、⋯

⋯

下
降
史
観
と
勧
善
懲
悪
的
教
訓
の
コ
ン
ビ
ネ
ー

シ
ョ
ン
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
文
学
研
究
者
と
し
て
は
言
い
分
は
い

く
ら
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
論
の
ま
と
ま
り
と
、
当
時
と
し
て
は

か
な
り
正
確
な
芸
能
史
の
把
握
も
含
め
て
、
如
見
が
学
力
の
高
い
、

優
秀
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
整
合

的
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
す
ぐ
れ
た
論
と
い
う
べ
き
だ
。
そ
の

知
識
の
範
囲
も
、
近
世
芸
能
史
か
ら
、
古
今
集
仮
名
序
に
及
び
、
そ

れ
ら
を
そ
こ
そ
こ
的
確
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。文
学
芸
能
や
、

酒
色
な
ど
、多
面
的
で
人
と
社
会
の
本
性
に
根
ざ
す
物
事
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
、『
徒
然
草
』と
比
較
し
て
み
る
の
も
面
白
い
。
と
く
に『
徒

然
草
』
百
七
十
五
段
の
「
世
に
は
心
え
ぬ
こ
と
の
多
き
な
り
」
で
始

ま
る
酒
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
は
、
冒
頭
か
ら
ほ
と
ん
ど
三
分
の
二
ぐ

ら
い
ま
で
、
徹
底
的
に
、
人
を
損
な
う
、
百
害
あ
っ
て
一
利
も
な
い

酒
と
い
う
物
に
つ
い
て
、
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。「
か
く
う
と
ま

し
と
思
ふ
も
の
な
れ
ど
」
で
あ
っ
さ
り
と
方
向
転
換
。「
上
戸
は
罪

ゆ
る
さ
る
ゝ
も
の
」
な
ど
と
、
こ
れ
も
「
あ
っ
さ
り
」
容
認
し
て
し

ま
う
。
こ
と
、
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
酒
は
人
間
関
係
の
潤
滑
油

の
よ
う
な
所
も
あ
る
の
も
確
か
だ
か
ら
。『
徒
然
草
』
は
教
訓
の
た

め
に
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
清
濁
併
せ
の
む
懐
の
深
さ
と

い
え
る
も
の
が
、『
町
人
囊
』
の
教
戒
者
に
い
わ
せ
る
と
、『
徒
然
草
』

が
そ
の
読
者
を
引
き
つ
け
る
妙
文
に
よ
っ
て
三
百
年
来
人
を
損
な
っ

て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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現
実
は
複
雑
な
物
だ
が
、「
教
戒
」
は
単
純
な
方
が
受
け
入
れ
ら

れ
や
す
い
。
究
極
に
は
「
教
育
勅
語
」
か
、
会
津
・
日
新
館
の
「
什

の
掟
」
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
物
だ
。

一
、
年
長
者
の
い
ふ
こ
と
は
そ
む
い
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

一
、
年
長
者
に
は
お
辞
儀
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ

一
、
虚
言
を
い
ふ
事
は
な
り
ま
せ
ぬ

一
、
卑
怯
な
振
る
舞
い
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

一
、
弱
い
者
を
い
ぢ
め
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

一
、
戸
外
で
も
の
を
食
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

一
、
戸
外
で
婦
人
と
言
葉
を
交
え
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

な
ら
ぬ
も
の
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す
。

守
る
べ
き
項
目
を
挙
げ
る
な
ら
、短
け
れ
ば
短
い
方
が
良
い
。「
教

戒
」
を
目
的
と
し
た
た
め
に
、
如
見
の
『
町
人
囊
』
が
単
純
な
も
の

に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
、『
徒
然
草
』
を
批
判
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
確
か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
結
論
に
し
た
く
は
な

い
。『
町
人
囊
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

或
人
の
云
、「
木
の
葉
天
狗
と
て
、
人
毎
に
自
慢
せ
ざ
る
も
の

は
な
し
と
な
ん
。
儒
書
に
も
、
慢
は
損
を
招
き
、
謙
は
益
を
受
、

こ
れ
天
の
道
也
、
と
あ
り
。
仏
経
に
も
、
七
慢
の
説
あ
り
。
兎

角
自
慢
は
さ
ま
〴
〵
あ
り
と
見
え
た
り
。
学
問
才
智
芸
能
に
自

慢
す
る
は
よ
の
つ
ね
の
事
也
。
こ
ゝ
ろ
賢
き
人
は
、
其
慢
心
を

ふ
か
く
押
へ
か
く
し
て
外
に
あ
ら
は
さ
ず
し
て
、
人
に
謙
り
う

や
〳
〵
し
く
す
。
此
故
に
慢
心
な
き
が
如
し
と
い
へ
ど
も
、
底

に
は
慢
心
な
き
に
あ
ら
ず
。
又
心
浅
く
気
質
軽
浮
な
る
物
は
心

底
に
ふ
か
く
蔵
し
置
事
あ
た
は
ず
し
て
、
慢
心
詞
に
あ
ら
は
れ

容
に
出
で
、
人
に
忌
憎
ま
る
。
か
た
ち
に
つ
よ
く
見
得
て
、
心

に
は
か
ろ
き
あ
り
、
か
た
ち
謙
り
て
内
心
に
甚
し
く
慢
あ
る
人

も
あ
り
。
何
に
て
も
一
芸
あ
る
人
は
か
な
ら
ず
慢
あ
り
。
又
無

芸
無
能
に
て
も
慢
あ
る
者
あ
り
。
氏
系
図
を
自
慢
し
、
分
別
を

自
慢
し
、
達
者
を
自
慢
し
、
財
宝
に
自
慢
す
。
親
類
自
慢
・
男

自
慢
あ
り
。
こ
れ
ら
の
事
も
な
く
一
文
不
通
な
る
者
は
、
又
何

の
自
慢
す
る
事
か
あ
ら
ん
と
お
も
へ
ば
、
是
も
自
慢
あ
り
。
不
レ

求
、
不
レ
貪
、
不
レ
諂
、
一
心
〳
〵
と
い
ふ
て
自
慢
す
。
こ
れ
は

一
心
自
慢
と
や
い
は
む
。
形
は
随
分
謙
て
、
内
心
人
に
傲
気
象

あ
る
者
も
あ
り
。
是
を
卑
下
慢
と
い
へ
り
。
此
し
な
〴
〵
町
人

に
は
と
り
わ
き
多
し
。
又
故
郷
自
慢
あ
り
。
天
竺
は
仏
国
に
て
、

唯
我
独
尊
の
大
国
、
此
他
の
国
々
は
粟
散
国
也
、
と
自
慢
す
。
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唐
土
は
聖
人
の
国
に
て
、、
天
地
の
中
国
也
、
万
国
第
一
仁
義
の

国
、日
月
星
辰
も
此
国
を
第
一
と
照
し
給
ふ
、と
い
ふ
て
自
慢
す
。

又
、
日
本
は
神
国
也
、
世
界
の
東
に
あ
り
て
日
輪
始
て
照
し
給

ふ
国
に
て
、
地
霊
に
人
神
鳴
り
、
万
国
第
一
の
国
に
て
金
銀
も

多
し
。
豊
秋
津
国
と
も
、
中
津
国
と
も
、
浦
安
国
と
も
い
ふ
な

り
、
と
自
慢
す
。
此
三
国
に
、
お
の
〳
〵
自
慢
あ
り
。
自
慢
に

よ
っ
て
其
国
の
作
法
政
道
立
た
り
。
又
大
な
る
自
慢
有
。
天
地

の
間
に
生
と
し
い
け
る
物
多
し
。
其
内
に
人
を
貴
し
と
す
。
此

故
に
人
は
天
地
の
霊
と
号
す
と
い
へ
り
。
誰
か
是
を
ゆ
る
し
て

名
付
た
る
や
。
人
間
わ
れ
と
こ
れ
を
名
付
た
り
。
此
自
慢
は
人

と
し
て
一
日
も
な
く
ん
ば
有
べ
か
ら
ず
。
た
と
へ
貧
賤
乞
食
の

身
な
り
と
い
ふ
と
も
、
麟
鳳
の
貴
き
に
も
ま
さ
れ
り
。
人
の
人

た
る
義
を
自
慢
し
て
、
霊
物
の
名
を
く
だ
す
べ
か
ら
ず
と
い
へ

り
。
但
か
く
い
ふ
事
も
又
自
慢
め
か
し
け
れ
ば
」と
て
笑
て
止
ぬ
。

右
の
一
節
は
、こ
の
『
町
人
囊
』
を
解
く
鍵
に
な
る
一
節
で
あ
る
。

身
分
制
度
上
の
「
分
際
」
を
わ
き
ま
え
て
、「
謙
」
で
あ
れ
と
説
く

こ
の
啓
蒙
教
訓
書
な
の
だ
か
ら
、
慢=

自
慢
は
い
う
ま
で
も
な
く
戒

め
る
べ
き
こ
と
の
は
ず
だ
し
、
こ
の
一
節
も
そ
の
よ
う
に
語
り
始
め

て
い
る
。「
慢
は
損
を
招
く
」⋯

⋯

そ
し
て
私
た
ち
人
間
の
中
に
潜

む
あ
ら
ゆ
る
「
慢
」
の
様
相
を
列
挙
し
、
そ
の
「
慢
」
の
癖
を
揶
揄

し
て
い
る
内
に
、
次
第
に
論
旨
が
裏
返
っ
て
く
る
。「
国
」
に
も
自

慢
が
あ
る
。「
自
慢
に
よ
っ
て
其
国
の
作
法
政
道
立
た
り
」
と
い
う
。

中
国
で
あ
れ
天
竺
で
あ
れ
そ
の
「
自
慢
」
は
、
つ
ま
り
そ
の
国
を
誇

る
こ
と
は
、
そ
の
国
を
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
も
の
だ
、
と
い
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
万
物
の
霊
長
で
あ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
な
ら

ど
う
か
。
身
分
制
を
受
容
し
て
「
分
際
」
に
安
ん
ず
る
こ
と
を
説
い

て
い
た
は
ず
の
こ
の
『
町
人
囊
』
全
体
の
ベ
ク
ト
ル
が
、
こ
の
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
大
き
く
展
開
す
る
。

冒
頭
の
第
一
節
で
見
た
、
金
銀
を
主
る
町
人
が
、
今
こ
の
国
を
支

え
、
他
の
す
べ
て
の
階
層
を
う
る
お
し
支
え
る
根
幹
を
成
す
存
在
に

な
っ
て
い
る
、
今
、
町
人
の
天
下
な
の
だ
、
と
で
も
言
い
出
し
そ
う

な
行
間
の
〈
ま
ぼ
ろ
し
〉
は
幻
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
逆
転
の
仕
掛
け
は
、
ま
る
で
数
式
の
よ
う
に
、
右
に
挙
げ
た
一

節
で
機
能
し
、
こ
の
著
作
全
体
を
「
ア
ク
テ
ィ
ベ
イ
ト
」
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
た
ち
の
手
に
握
っ
た
強
大
な
力
を
謳
歌
す

る
町
人
た
ち
は
、
こ
の
直
後
、
淀
屋
事
件
に
遭
遇
す
る
。
そ
こ
を
生

き
残
っ
た
倉
吉
・
淀
屋
（
牧
田
氏
）
は
、
大
坂
に
も
返
り
咲
き
、
こ

の
後
ず
っ
と
生
き
延
び
る
が
、
幕
末
討
幕
運
動
の
さ
な
か
、
明
治
新

政
府
に
全
財
産
を
寄
付
し
て
消
え１

１

た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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こ
の
「
慢
」
の
い
ま
し
め
が
い
ま
し
め
で
は
な
く
、
こ
の
啓
蒙
教

訓
書
に
町
人=

商
人
た
ち
の
力
の
自
覚
と
凱
歌
を
鳴
り
響
か
せ
る

こ
と
で
、
歴
史
に
よ
っ
て
は
す
ぐ
先
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
「
淀
屋

事
件
」
で
挫
折
し
た
と
し
て
、
そ
の
挫
折
し
た
は
ず
の
も
の
が
、
こ

れ
ほ
ど
大
き
な
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
敵
討
ち
か
因
縁
話
の
よ
う
な

「
結
末
」
を
待
ち
得
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
理
系
だ
の
文
系

だ
の
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
確
か
だ
。
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後
注

１　

若
木
太
一
氏
ほ
か
編
。
勉
誠
社
よ
り
二
〇
一
六
年
十
二
月
刊
。　
　

２　
『
長
崎
先
民
伝
』『
徳
川
実
紀
』、
ま
た
、『
西
川
如
見
遺
書
』
第

１
巻
の
「
西
川
如
見
伝
」
な
ど
。
と
く
に
、『
如
見
遺
書
』
は

国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
死
後
家
族
が
ま
と
め
た
も
の
だ
そ
う
だ
か
ら
、
信
頼

で
き
る
記
事
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。　

３　

“
B
e
t
t
e
r 

A
n
g
e
l
s 

o
f 

o
u
r 

N
a
t
u
r
e
” 

b
y 

S
t
e
v
e
n 

P
i
n
k
e
r  

2
0
1
2 
 

P
e
n
g
u
i
n 

B
o
o
k
s

４　

マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
ハ
リ
ス
著
『
食
と
文
化
の
謎
』2001

岩
波
書

店　

５　

茨
木
多
左
衛
門
は
、
貝
原
益
軒
・
好
古
父
子
ら
の
著
書
を
独
占

的
に
蔵
版
し
、
西
川
如
見
の
よ
う
な
一
流
の
研
究
者
に
よ
る
啓

蒙
書
の
出
版
を
意
欲
的
に
手
が
け
る
本
屋
で
あ
る
。　

６　

こ
の
「
ぬ
け
や
す
き
」
と
は
、
教
訓
と
し
て
庶
民
で
あ
る
読
者

に
「
通
じ
や
す
い
＝
わ
か
り
や
す
い
」
こ
と
を
い
う
か
。

７　

こ
の
あ
と
、『
町
人
囊
』
の
引
用
は
、『
近
世
町
人
思
想
』（
岩

波
日
本
思
想
大
系
新
装
版
）
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

８　
「
活
水
論
文
集
」
第
六
十
号　

2017

年3

月　
「
格
差
は
社
会

の
一
体
感
を
損
な
う
か	:	

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
〈
身
分
差
〉

が
示
す
も
の
」
は
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
登
場
人
物
の
分

析
か
ら
、
こ
の
作
品
に
、
こ
の
仇
討
ち
事
件
を
単
に
武
士
だ
け

の
問
題
と
捉
え
ず
、
み
ず
か
ら
賞
賛
す
る
と
共
に
、
そ
の
「
栄

誉
」
の
分
け
前
を
欲
し
が
り
、
参
加
し
た
が
っ
て
い
る
庶
民
の

心
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
。
彼
ら
は
、「
上
昇
志
向
」
に

お
い
て
そ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
憧
れ
と
欲
求
は
、
当

時
の
身
分
社
会
を
一
つ
の
価
値
観
で
、
一
体
化
さ
せ
て
い
た
と

言
え
る
、
と
考
え
た
。

９　

大
坂
の
豪
商
、
淀
屋
（
岡
本
氏
）
の
五
代
目
廣
當
の
時
代
に
、

奉
公
人
の
謀
判
に
連
座
し
て
闕
所
追
放
処
分
と
な
っ
た
事
件
。

庶
民
に
は
、
淀
屋
の
大
名
貸
と
分
不
相
応
な
贅
沢
が
と
が
め
ら

れ
た
、
と
の
見
方
が
広
ま
っ
て
い
た
。

10　
「
稼
」
は
植
え
る
、「
穡
」
は
収
め
る
の
意
味
で
、
穀
物
の
植
え

付
け
と
穫
り
入
れ
、つ
ま
り
農
業
の
農
業
の
労
働
の
こ
と
だ
が
、

こ
れ
は
、
辻
原
阮
甫
の
『
智
恵
鑑
』（
万
治
三
年
刊
）
に
出
て

く
る
語
彙
。
こ
れ
は
広
く
読
ま
れ
た
本
で
、
大
半
が
明
の
文
学

者
馮
夢
竜
の
『
智
囊
』
に
よ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
『
町
人
囊
』

の
一
節
で
は
、
農
業
に
従
事
す
る
農
民
の
辛
苦
、
で
は
な
く
て
、

「
創
業
」
の
艱
難
辛
苦
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
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11　

長
谷
川
晃
「
ひ
と
い
き
私
の
独
り
言
明
治
維
新
を
成
功
さ
せ

た
陰
の
力	:	

あ
る
大
坂
豪
商
と
京
都
の
公
家
の
話
」（Techno	

net	(565),	16-21,	2014-07

大
阪
大
学
工
業
会
）
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