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“
人
際
”の
関グ

ァ

ン

シ

ー係
学

中
国
人
の
思
考
と
行
動
様
式
を
支
え
る
社
会
的
文
脈
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。 

そ
し
て
今
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
。 

中
国
を
代
表
す
る
社
会
学
者
の
講
演
に
触
発
さ
れ
て
、
学
術
座
談
会
に
集
っ
た
若
手
研
究
者
と
の
あ
い
だ
で
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

翟 

学
偉〈
南
京
大
学
社

会
学
院
教
授
〉　
羅 
家
徳〈
清
華
大
学
社
会
学
系
與

公
共
管
理
学
院
合
聘
教
授
〉　
司
会 

薛 

鳴〈
愛
知
大
学
現
代

中
国
学
部
教
授
〉

薛
　
皆
さ
ま
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
愛
知

大
学
現
代
中
国
学
部
の
薛
鳴
で
す
。
本
日
は

『
中
国
21
』
の
特
集
号
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な

場
を
設
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
学
部
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま

す
と
、
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
は
一
九
九
七

年
に
創
設
さ
れ
、
す
で
に
二
二
年
が
経
ち
ま
し

た
。
日
本
で
は
、
唯
一
、
現
代
中
国
を
学
部
単

位
で
教
育
、
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
組
む
機

関
で
す
。
一
学
年
の
学
生
数
は
約
二
〇
〇
名
。

実
は
二
年
生
約
一
六
〇
名
が
南
開
大
学
で
四
か

月
の
現
地
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
た
め
に
先

週
か
ら
中
国
に
来
て
お
り
、
今
回
私
は
そ
の
開

講
式
に
出
席
す
る
た
め
に
天
津
に
来
て
い
ま

し
た
。

　『
中
国
21
』
は
年
二
回
の
刊
行
で
す
。
今
号

を
担
当
す
る
に
あ
た
り
、「
人
間
関
係
」
を
特

集
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
な
ぜ
、
こ
の
テ
ー

マ
を
と
言
い
ま
す
と
、
私
は
社
会
学
者
で
は
な

く
、
日
本
語
学
が
専
門
の
人
間
な
の
で
す
が
、

日
本
で
長
年
中
国
語
教
育
に
携
わ
り
な
が
ら
、

日
本
語
と
中
国
語
の
対
照
を
研
究
テ
ー
マ
と
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
中
国
語
と
日
本
語
そ
れ

ぞ
れ
の
言
語
形
式
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
言
語
の
話
者
の
言
語
行
動
の
違
い
に

注
目
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
研
究
を
進
め

て
い
く
う
え
で
、
社
会
学
の
研
究
も
視
野
に
入

れ
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
論
考
を
調
べ
た
り
読

ん
だ
り
し
て
い
る
な
か
で
、
特
に
注
意
を
引
か

れ
た
の
が
翟
学
偉
先
生
の
研
究
で
す
。
な
か
で

も
日
本
滞
在
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
た

論
文
に
は
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
し
〉
1
〈

た
。
日
本
の
読
者
に
中
国
人
の
行
動

原
理
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
知
り
、
ひ
い
て
は

理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
と
い
う
考
え
か

 
講
　
演

 
“
人
際
”の
関
係
学
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ら
、
今
回
こ
の
特
集
を
組
む
こ
と
に
し
ま
し

た
。
特
集
の
構
成
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
中
国

の
「
人
間
関
係
」
に
関
す
る
研
究
を
調
べ
進
め

て
い
く
と
、
羅
家
徳
先
生
の
“
圏
子
”

（quanzi

）
に
関
す
る
研
究
に
出
会
い
ま
し
た
。

翟
先
生
に
お
聞
き
し
た
ら
羅
先
生
と
は
よ
く
学

術
交
流
を
し
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
昨
夜
初

め
て
羅
先
生
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
。
光
栄

に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
会

場
を
ご
用
意
く
だ
さ
り
、
多
く
の
方
に
ご
参
加

い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
、
両
先
生
の
ご
講
演
に
移
り
ま
す
。
ま
ず
翟

先
生
お
願
い
し
ま
す
。

翟
学
偉 

教
授 

中
国
人
の
“
関
係
”
が
持
つ
意
味
と
そ
の
研
究

 

“
関
係
”
が
持
つ
意
味
の
多
重
性
と 

位
置
づ
け

　
私
は
長
年
“
関
係
”
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
考
え
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
得
て
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
在
席
の
皆
さ
ん
及
び
こ

れ
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
日
本
の
学
者
や

読
者
に
知
っ
て
ほ
し
い
こ
と
は
、“
関
係
”
の

研
究
は
現
在
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
論
争
が
続
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
も
曖
昧
な
部
分

は
、“
関
係
”
と
は
社
会
学
に
お
い
て
広
範
囲

で
使
用
さ
れ
る
概
念
な
の
か
、
果
た
し
て
中
国

人
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
概
念
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
問
い
は
実
は
答
え
る
の
が

容
易
で
は
な
く
、
こ
ん
な
に
長
い
間
研
究
を
し

て
い
る
私
で
も
明
確
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
に
、
ま
ず
は
っ
き
り

さ
せ
て
お
き
た
い
の
は
英
語
圏
に
お
い
て
“
関

係
”
と
い
う
中
国
語
の
意
味
に
近
い
単
語
が
見

つ
か
る
か
ど
う
か
で
す
。
ど
ん
な
単
語
を
探
し

出
せ
た
か
は
重
要
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
中

国
語
の
ピ
ン
イ
ン
“guanxi

”
で
表
記
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。
単
語
が
見
つ
か
っ

た
ら
、
そ
の
単
語
に
従
っ
て
そ
の
内
包
す
る
意

味
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
す
れ
ば
、
英
語
圏
の

人
は
ど
の
よ
う
な
概
念
を
思
い
浮
か
べ
る
で

し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
試
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
想
像
し
て
み
ま
し
た
。
き
っ

と
英
語
圏
の
人
は
「
相
互
作
用
」「
付
き
合
い
」

「
交
流
」「
役
割
」、
ま
た
近
頃
で
は
「
社
会
資

本
」
概
念
の
影
響
を
う
け
て
現
れ
た
「
Ｓ
Ｎ

Ｓ
」
な
ど
の
概
念
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
“
関
係
”
の
意
味
を
持

ち
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
人
は
“
関
係
”
で
何

を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く

「
人
情
」「
面
子
」「
友
情
」「
交
際
」「
恩
恵
」
な

ど
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
表
面

的
に
は
“
関
係
”
は
中
国
語
や
英
語
で
も
っ
と

も
広
く
使
わ
れ
て
い
るinterpersonal re la-

tion ship, social inter ac tion, social connexion 
(con nection ), social tie

な
ど
で
表
せ
、
こ
の

う
ち
ど
れ
を
使
っ
て
も
い
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
が
、中
国
語
の
“
関
係
”
と
英
語
の
「
関
係
」

が
も
た
ら
す
市
井
の
生
活
へ
の
認
識
は
異
な
り
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ま
す
。

　
今
日
、
中
国
で
社
会
学
を
学
ん
で
い
る
学
生

が
直
面
し
て
い
る
問
題
が
、
社
会
学
を
勉
強
す

る
前
で
は
“
関
係
”
と
い
う
概
念
を
与
え
る

と
、
ま
ず
「
人
情
」「
面
子
」「
関
係
を
つ
け

る
」（“
拉
関
係
”）
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
社
会
学
を
勉
強
し
た
後
で
は
、
関
係
の
意

味
が
、「
相
互
作
用
」「
付
き
合
い
」「
役
割
」

や
社
会
資
本
な
ど
と
な
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り

学
問
上
で
議
論
さ
れ
る
「
関
係
」
と
生
活
の
中

で
見
ら
れ
る
“
関
係
”
は
別
の
も
の
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
は
そ
の
後
ど
う
な
る

か
と
い
う
と
、
学
生
た
ち
は
教
室
で
学
ん
だ
概

念
で
も
っ
て
中
国
社
会
を
認
識
し
始
め
る
の
で

す
。
し
か
し
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
中
国
人
独
自

の
社
会
生
活
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
ま
た
は
、
私
た
ち
は
「
相
互
作

用
」
や
「
役
割
」
と
い
う
概
念
の
中
で
中
国
人

の
人
情
や
面
子
の
研
究
を
し
た
い
と
思
う
の
で

す
が
、
そ
う
す
る
と
見
つ
か
ら
な
い
か
、
も
し

く
は
意
味
を
ね
じ
曲
げ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
が
“
関
係
”
研
究

に
お
い
て
論
争
が
起
こ
る
主
な
原
因
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
何
が
正
し
く
て
何

が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
学
生
や
研
究
者
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
西
洋
社
会
学
が
打
ち
立
て
た
視
角

や
理
論
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
も
し

こ
の
と
き
生
活
に
立
ち
戻
っ
て
“
関
係
”
を
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
学
者
が
い

た
と
し
て
も
、
西
洋
の
社
会
学
理
論
の
中
に
そ

の
答
え
を
探
す
こ
と
は
で
き
ず
、
人
情
、
面
子

自
体
が
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
本
土

研
究
」
の
問
題
で
す
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
学
生
や
学
者
が

直
面
す
る
最
も
大
変
な
こ
と
は
、
学
術
的
に
訓

練
不
足
の
た
め
な
の
か
、
こ
の
研
究
自
体
の
た

め
な
の
か
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
自
分
の
生
活
の

中
の
人
情
、
面
子
と
い
う
現
象
を
社
会
相
互
作

用
論
の
よ
う
な
理
論
に
置
き
換
え
る
力
が
ま
だ

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
中
国
人
は
話

術
や
、
経
験
を
総
括
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
ま

す
。
私
は
長
年
一
つ
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
西
洋
人
が
自
分
た
ち
の
交
際

生
活
か
ら
交
際
理
論
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
中
国
人
が
日
常
生
活
の
中
で
体

験
し
、
観
察
し
た
関
係
、
人
情
、
面
子
な
ど
を

一
つ
の
理
論
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
と
て

も
理
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に

は
こ
の
こ
と
が
で
き
る
中
国
人
学
者
は
か
な
り

少
な
く
、
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で

す
。
で
は
な
ぜ
い
な
い
の
か
。
そ
れ
は
す
で
に

あ
る
理
論
を
当
て
は
め
る
方
が
比
較
的
容
易

で
、
自
分
で
理
論
を
打
ち
立
て
る
の
は
と
て
も

難
し
い
か
ら
で
す
。
ど
の
よ
う
に
一
つ
の
用
語

を
探
し
出
し
、
ま
た
そ
れ
を
一
つ
の
概
念
に
置
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き
換
え
、
さ
ら
に
一
つ
の
理
論
に
置
き
換
え
る

か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
理
論
の

内
包
を
す
っ
き
り
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
。
中
国
人
学
者
は
こ
の
よ
う
な
作
業
を
好
ま

な
い
の
で
す
。
多
く
は
経
験
に
基
づ
い
た
研
究

を
好
み
、
す
で
に
あ
る
理
論
パ
タ
ー
ン
が
成
立

す
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
だ
け
で
す
。
こ
の

よ
う
に
解
決
が
待
た
れ
る
多
く
の
問
題
が
存
在

し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
複
雑
な
問
題
が

絡
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
多
く
は
、
も
し
そ
れ
が

学
生
で
あ
れ
ば
早
く
卒
業
を
し
た
い
と
考
え
、

そ
れ
が
学
者
で
あ
れ
ば
で
き
る
だ
け
早
く
論
文

を
発
表
し
て
昇
進
し
た
い
と
考
え
る
の
で
、
直

接
西
洋
の
理
論
を
持
ち
出
し
、
中
国
で
検
証
を

す
る
と
い
う
の
が
最
も
手
っ
取
り
早
い
方
法
な

の
で
す
。
こ
れ
が
中
国
学
術
界
の
大
き
な
背
景

に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
私
の
研

究
は
非
常
に
難
し
く
、
ま
た
良
き
理
解
者
に
も

な
か
な
か
巡
り
会
え
ず
、
ほ
ぼ
私
一
人
で
こ
の

よ
う
な
問
題
を
考
え
て
い
ま
す
。

 “
関
係
”
研
究
の
四
つ
の
重
要
な
思
想

　
こ
の
よ
う
な
研
究
に
携
わ
る
の
は
非
常
に
難

し
い
の
で
す
が
、
中
国
の
学
術
界
に
は
今
ま
で

こ
の
よ
う
な
意
識
や
自
覚
を
持
っ
た
学
者
は
い

た
で
し
ょ
う
か
。
中
国
社
会
学
の
歴
史
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
い
た
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、

あ
ま
り
深
く
は
話
し
ま
せ
ん
が
、
簡
潔
に
四
名

の
学
者
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
中
国
研
究
を
す

る
に
は
自
分
の
視
角
や
概
念
を
追
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
彼
ら
が
比
較
的
早
期
に
意
識
し

た
お
か
げ
で
、
今
日
私
た
ち
の
研
究
が
継
続
で

き
て
い
る
の
で
す
。

　
ま
ず
、
一
人
目
の
学
者
は
梁
漱
溟
（
一
八
九

三
－

一
九
八
八
）
で
す
。
彼
の
主
な
観
点
は
そ

の
著
書
『
中
国
文
化
要
義
』
に
あ
り
ま
す
。『
中

国
文
化
要
義
』
は
民
国
時
代
に
出
版
さ
れ
、
現

在
ま
で
に
数
回
再
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
版
は

民
国
が
ま
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
頃
で

し
た
。
お
そ
ら
く
当
時
、
こ
の
書
籍
の
影
響
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
当
時
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
が

中
国
に
お
い
て
ま
さ
に
成
功
を
収
め
よ
う
と
し

て
お
り
、
皆
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
問
題
は
彼

の
著
書
の
中
で
論
じ
て
い
る
問
題
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
著
書
の
中
で

中
国
文
化
や
中
国
社
会
の
根
本
的
な
問
題
に
答

え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
著
書
の
中
に
最
も
鍵

と
な
る
叙
述
が
あ
り
ま
す
。「
も
し
中
国
を
家

族
主
義
が
発
達
し
た
社
会
と
表
現
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
適
当
で
は
な
く
、
も
っ
と
合
理
的

な
言
い
方
と
し
て
「
倫
理
本
位
」
と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
倫
理
本
位
」
と
は

「
関
係
本
位
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

私
が
こ
の
文
を
引
用
し
た
の
は
、
私
は
も
と
も

と
倫
理
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
た
だ
倫
理
本
位
が

関
係
本
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
関
心
を

持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
日
倫
理
本
位
自
体

が
や
は
り
と
て
も
重
要
で
あ
る
と
認
識
を
し
た

か
ら
で
す
。
な
ぜ
な
ら
最
近
、
儒
家
思
想
の
研

究
に
方
向
転
換
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の

文
の
重
要
性
を
痛
感
し
た
の
で
す
。「
倫
理
本

位
」
と
は
こ
の
社
会
が
法
律
や
規
則
な
ど
で
問

題
を
解
決
す
る
傾
向
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
庶
民
は
法
律
な

ど
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
堅
く
、
無
機
質
な
法

律
を
受
け
入
れ
ず
に
、
倫
理
で
問
題
を
解
決
し

て
き
ま
し
た
。
ま
た
「
倫
理
本
位
」
は
思
い
や

り
や
関
係
調
整
を
重
ん
じ
、
社
会
が
過
度
に
理

性
的
に
な
る
の
を
防
ぎ
ま
し
た
。
後
者
は
西
洋

の
す
べ
て
の
社
会
科
学
が
特
に
重
視
す
る
概
念

で
す
。
倫
理
本
位
の
社
会
が
歩
む
の
は
人
情
や
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道
理
に
か
な
っ
た
道
で
す
。
と
り
わ
け
考
え
る

に
値
す
る
の
は
、
儒
家
の
影
響
下
の
倫
理
が
意

味
す
る
も
の
は
、
西
洋
の
意
義
上
の
倫
理
と
は

異
な
り
ま
す
。
西
洋
の
倫
理
は
、
例
え
ば
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
書
い
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」

（
一
九
〇
五
年
）
の
倫
理
の
意
味
と
、
我
が
国

の
儒
教
が
語
る
「
仁
義
」
を
基
礎
と
す
る
倫
理

と
で
は
異
な
り
ま
す
。
時
間
の
関
係
で
こ
れ
以

上
中
国
の
倫
理
の
意
味
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て

話
す
の
は
や
め
て
お
き
ま
す
。
少
な
く
と
も
梁

漱
溟
が
中
国
社
会
の
性
質
を
「
倫
理
本
位
」
に

据
え
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
こ
の
社
会
の
動
き

の
中
で
人
と
人
と
の
付
き
合
い
の
多
く
が
、
法

律
、
規
則
、
規
定
、
手
続
き
な
ど
に
よ
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も

し
制
度
や
規
定
と
い
う
面
か
ら
中
国
を
論
ず
れ

ば
、
当
然
中
国
人
の
規
範
的
な
人
間
関
係
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
で
中
国
社
会
が

こ
う
で
あ
る
と
思
う
の
は
間
違
い
で
す
し
、
あ

る
い
は
生
き
生
き
と
し
た
中
国
人
の
生
活
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
本

当
の
中
国
人
は
制
度
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る

か
に
は
関
心
な
ど
持
た
ず
、
倫
理
上
ど
う
で
あ

る
か
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
二
人
目
に
紹
介
す
る
の
は
、
費
孝
通
（
一
九

一
〇

－

二
〇
〇
五
）
で
す
。
費
孝
通
も
中
華
人

民
共
和
国
成
立
間
近
の
こ
ろ
、
著
書
『
郷
土
中

国
』
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
本
が
最
も
貢
献

し
た
の
は
、
そ
の
中
で
“
差
序
格
局
”
と
い
う

概
念
を
あ
げ
た
こ
と
で
す
。
私
の
知
っ
て
い
る

限
り
で
は
、
彼
の
こ
の
概
念
は
当
時
の
社
会
学

界
で
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
影
響
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
原
因
と
し

て
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
こ

の
概
念
は
当
時
教
室
で
話
さ
れ
ま
し
た
。
今
日

も
教
室
で
重
要
な
観
点
が
話
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
。
た
だ
そ
れ
で
影
響
力
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
。
私
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
原
因
の
二
つ
目

は
、
こ
の
概
念
は
当
初
現
地
の
新
聞
の
連
載
に

あ
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
話
し
た
の
と
同
じ
道
理

で
、
当
時
の
知
識
人
は
と
て
も
少
な
く
、
読
み

書
き
の
で
き
な
い
人
も
多
く
、
新
聞
を
読
む
人

も
少
な
か
っ
た
。
社
会
学
欄
の
コ
ラ
ム
の
読
者

は
さ
ら
に
少
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
新
聞
に
一

つ
の
概
念
を
あ
げ
た
ら
、
皆
が
興
味
を
持
っ
た

な
ん
て
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
最
後
に
新
聞
に
連
載
し
た
内
容
が

一
冊
の
薄
い
本
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
反

響
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
当
時
、
国
家
が
ま

さ
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
時

で
し
た
の
で
、
社
会
学
界
で
は
多
少
の
影
響
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
広
い

範
囲
で
の
影
響
は
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
本
が
真
に
影
響
力
を
も
っ
た

の
は
改
革
開
放
後
の
再
版
に
よ
る
も
の
で
す
。

当
時
多
く
の
社
会
学
の
著
作
が
ま
だ
出
て
い
な

い
こ
ろ
に
、
こ
の
本
が
比
較
的
早
い
段
階
で
再

版
と
な
っ
て
い
た
か
ら
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の

時
、
台
湾
を
含
む
中
国
社
会
学
の
専
門
家
た
ち

は
改
め
て
『
郷
土
中
国
』
を
読
み
、
皆
と
て
も

興
奮
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
本
は
一
人

の
中
国
社
会
学
の
専
門
家
が
西
洋
の
概
念
に
縛

ら
れ
ず
に
、
中
国
人
や
中
国
社
会
へ
の
認
識
を

述
べ
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
の
本
の
中
で
影
響

が
最
も
大
き
い
概
念
は
「
差
序
格
局
」
で
す
。

「
差
序
格
局
」
と
は
、
中
国
人
の
関
係
は
ま
る

で
水
面
に
石
を
投
げ
て
広
が
る
波
紋
の
よ
う
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
一
つ
の
中
心

と
一
つ
一
つ
の
だ
ん
だ
ん
大
き
く
薄
く
広
が
っ

て
い
く
円
の
効
果
が
現
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
と

て
も
よ
い
例
え
で
、
中
国
人
は
そ
の
社
会
構
造
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の
中
で
往
々
に
し
て
自
分
を
中
心
に
据
え
、
親

疎
に
よ
っ
て
他
者
と
社
会
的
な
付
き
合
い
を
し

て
い
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
倫
理
学
的
な
意
味
で
は
特
殊
な
傾
向

や
公
私
を
混
同
す
る
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
発

生
し
ま
す
。
し
か
し
、
当
然
こ
の
概
念
は
梁
漱

溟
の
「
倫
理
本
位
」
と
比
べ
て
も
、
よ
り
社
会

学
的
で
あ
り
、
世
界
の
社
会
学
に
対
し
て
、
中

国
社
会
学
の
果
た
し
た
貢
献
の
一
つ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
で
は
、「
差
序
格
局
」
と
い
う
概
念
は
ど
こ
が

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
一
つ
の
概
念

に
対
し
て
、
さ
っ
と
目
を
通
し
て
こ
れ
は
よ
い

と
感
じ
る
こ
と
は
き
っ
と
あ
ま
り
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
れ
を
東
洋
と
西
洋
の
社
会
や
文
化
の
中

で
比
較
を
行
っ
て
初
め
て
、
そ
の
優
越
性
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
私
が
南
京
大
学

の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
に
「
差
序
格
局
」
を
話
し

た
時
、
ア
メ
リ
カ
人
学
生
は
聞
い
て
も
あ
ま
り

ピ
ン
と
来
ず
、
こ
の
概
念
の
何
が
よ
い
の
か
わ

か
ら
な
い
よ
う
で
し
た
。
さ
ら
に
、
ど
こ
の
人

も
皆
そ
う
だ
。
自
分
の
家
族
と
は
親
し
く
、
近

所
と
は
少
し
距
離
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
そ
の

地
域
社
会
と
は
さ
ら
に
距
離
を
置
き
、
そ
れ
以

外
の
人
と
は
さ
ら
に
距
離
を
置
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
ど
こ
が
珍
し
い
の
だ
と
い
う
反
応

を
示
し
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
当
時
私

は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
を
し
て
は
い
け
な
い
。

こ
れ
か
ら
“
団
体
格
局
”
の
概
念
を
紹
介
す
る

の
で
、
そ
の
二
つ
の
概
念
を
比
較
す
る
こ
と

で
、
ア
メ
リ
カ
人
は
「
団
体
格
局
」
に
偏
向

し
、「
差
序
格
局
」
に
あ
ま
り
偏
向
し
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
と
説
明
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、「
差
序
格
局
」
と
は
一
つ
の
対
比
性

の
概
念
で
あ
り
、「
団
体
格
局
」
が
な
け
れ

ば
、
世
界
の
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ

で
、「
差
序
格
局
」
と
い
う
概
念
で
人
と
人
の

関
係
を
説
明
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

対
比
概
念
が
あ
る
こ
と
で
、「
差
序
格
局
」
と

い
う
言
葉
が
生
き
て
く
る
の
で
す
。

　
ま
ず
、
一
つ
目
の
重
要
な
点
は
、
中
国
社
会

の
関
係
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
現
象
を

「
差
序
格
局
」
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
中
国
人
は
境
界
意
識
が

非
常
に
低
く
、“
家
郷
”（
郷
里
）
と
い
う
よ
う

な
言
葉
も
境
界
が
な
い
概
念
で
す
。“
家
郷
”

は
、“
小
家
”（
小
さ
い
家
族
）、“
大
家
”（
大

き
い
家
族
）、
家
族
（
一
族
）、
宗
族
、
村
落
か

ら
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
ま
で
を
示
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。「
国
家
」
と
い
う
概
念
も
同

じ
で
、
国
家
は
国
と
家
が
合
わ
さ
っ
て
で
き
た

単
語
で
す
が
、
こ
れ
も
境
界
が
は
っ
き
り
と
し

て
い
な
い
概
念
で
す
。「
天
下
」
と
い
う
概
念

の
意
味
も
非
常
に
幅
が
広
く
、
同
じ
よ
う
に

「
家
」
と
併
せ
て
“
家
天
下
”（
権
力
者
が
要
職

を
身
内
の
も
の
で
固
め
る
こ
と
）
な
ど
と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
別
の
例
を
あ
げ
る

と
、
中
国
人
に
と
っ
て
の
自
分
で
す
。
西
洋
人

は
自
分
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
の
境
界
は
と
て

も
明
確
で
す
が
、
中
国
人
が
自
分
に
つ
い
て
語

る
時
、
そ
の
境
界
は
曖
昧
で
す
。
も
し
二
人
が

友
達
同
士
だ
っ
た
ら
、
境
界
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
二
人
の
関
係
が
良
く
な
か
っ
た
ら
、
境
界

が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
分
と
い
う
の

は
、
独
立
し
た
、
境
界
が
明
確
な
自
分
が
あ
る

か
な
い
か
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
と
相
手

の
関
係
が
ど
れ
く
ら
い
の
深
さ
な
の
か
に
よ
る

の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
中
国
の
多
く
の

も
の
は
、
境
界
が
比
較
的
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え

ば
西
洋
に
は
交
通
の
区
分
と
し
て
高
速
走
行
道

路
と
低
速
走
行
道
路
が
あ
り
ま
す
。
中
国
で
は

そ
も
そ
も
道
路
を
“
馬
路
”
と
呼
び
、“
馬
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路
”
と
は
当
然
、
人
も
馬
も
何
で
も
通
行
可
と

い
う
意
味
で
、
み
な
好
き
な
よ
う
に
通
っ
て
い

ま
し
た
。
雑
然
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
み
な
お

互
い
の
邪
魔
を
し
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
中

国
人
に
は
こ
の
よ
う
な
意
識
が
あ
る
の
で
、
今

日
の
中
国
で
は
西
洋
式
の
高
速
走
行
道
路
や
低

速
走
行
道
路
が
で
き
た
後
で
も
、
運
転
す
る
際

に
は
や
は
り
境
界
意
識
が
は
っ
き
り
と
せ
ず
、

み
な
適
当
に
運
転
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
、

「
差
序
格
局
」
は
境
界
意
識
が
曖
昧
で
あ
り
、

「
団
体
格
局
」
は
境
界
意
識
が
明
確
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
れ
が
ま
ず
話
し
た
か
っ
た
一
つ
目
で
す
。

費
先
生
の
「
差
序
格
局
」
は
水
面
の
波
紋
に
例

え
ら
れ
ま
す
が
、
波
紋
に
は
境
界
意
識
が
な

く
、
そ
し
て
徐
々
に
外
に
広
が
っ
て
い
き
ま

す
。
外
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
連
続
性

を
意
味
し
ま
す
。「
差
序
格
局
」
に
よ
り
私
た

ち
は
連
続
し
た
社
会
構
造
を
認
識
す
る
た
め
の

概
念
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　
次
に
、
こ
の
概
念
に
よ
り
等
級
格
差
と
い
う

関
係
の
社
会
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
人

と
人
と
の
付
き
合
い
は
レ
ベ
ル
に
よ
り
分
け
ら

れ
て
い
る
、
つ
ま
り
身
分
や
地
位
な
ど
に
よ
り

人
と
人
と
の
関
係
が
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
人
と
大
き
く

異
な
り
ま
す
。
中
国
人
の
親
疎
遠
近
は
、
中
国

の
伝
統
的
な
儒
家
思
想
の
中
で
は
、
ほ
ぼ
み
な

が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
専

門
的
に
言
う
と
、
そ
の
具
体
的
な
形
式
と
は
、

中
国
の
家
族
親
族
関
係
に
お
け
る
「
五
服
図
」

（
五
服
：
旧
時
、
喪
服
を
死
者
と
の
親
疎
に
よ

り
五
等
に
分
け
た
も
の
）
で
す
。
五
服
図
が
あ

れ
ば
、
中
国
人
の
婚
礼
や
葬
式
は
明
確
で
す
。

五
服
図
の
中
で
ど
の
地
位
に
あ
る
の
か
も
は
っ

き
り
し
ま
す
。
例
え
ば
、
中
国
人
が
結
婚
す
る

と
き
、
お
互
い
の
関
係
が
五
服
以
内
か
以
外
か

を
尋
ね
ま
す
。
以
外
で
あ
れ
ば
結
婚
で
き
ま
す

が
、
以
内
で
あ
れ
ば
結
婚
で
き
ま
せ
ん
。
で

は
、
五
服
は
一
つ
の
境
界
で
し
ょ
う
か
。
い
や

境
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
服
は
た
だ
親
疎
の

中
で
無
理
矢
理
取
り
決
め
た
婚
礼
や
葬
式
に
お

け
る
関
係
の
境
界
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
あ
る
い

は
、
親
疎
遠
近
の
関
係
に
は
事
実
上
境
界
が
な

い
た
め
、
主
観
上
で
一
つ
の
境
界
が
必
要
だ
っ

た
と
も
い
え
ま
す
。
こ
の
意
味
か
ら
見
て
も
、

「
差
序
格
局
」
は
中
国
伝
統
社
会
の
中
の
五
服

と
合
致
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
差
序
格
局
」
の
概
念
が
完

全
で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
二
つ
の
点
で
費
先
生
の
「
差
序
格
局
」
に
同

意
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
以
前
こ
の
問
題
を
取
り

上
げ
た
論
〉
2
〈

文
の
中
で
も
書
き
ま
し
た
が
、「
差

序
格
局
」
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
は
論
理
上
個
人

主
義
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
多
く
の
学
者

は
た
だ
「
差
序
格
局
」
の
字
面
の
意
味
だ
け
を

捉
え
、
内
包
す
る
論
理
的
な
意
味
を
考
慮
し
て

い
ま
せ
ん
。
費
先
生
が
こ
の
概
念
を
打
ち
立
て

た
元
々
の
意
図
は
自
己
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
あ

り
、
つ
ま
り
「
差
序
格
局
」
を
形
成
さ
せ
た

「
投
げ
ら
れ
た
石
」
に
意
識
を
向
け
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
中
国
人
は
他
人
の
た
め
で
は
な
く
、
自

分
の
た
め
に
生
き
て
い
る
と
言
い
た
い
の
で

す
。
も
し
こ
の
概
念
が
自
分
か
ら
外
へ
と
、
つ

ま
り
家
、
国
、
世
界
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で

あ
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
逆
に
世

界
か
ら
戻
る
と
な
る
と
、
国
の
た
め
に
世
界
を

犠
牲
に
し
、
家
の
た
め
に
国
を
犠
牲
に
し
、
自

分
の
た
め
に
家
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
お
か
し
い
で
す
。
中
国
人
は
自
分
の
た

め
に
家
を
犠
牲
に
す
る
で
し
ょ
う
か
。
当
然
、

あ
り
え
ま
せ
ん
。
家
が
な
け
れ
ば
自
分
も
存
在
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で
き
な
い
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
中
国
人
は

往
々
に
し
て
家
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
し
ま

す
。
お
よ
そ
両
親
が
望
む
こ
と
、
祖
先
が
望
む

こ
と
に
従
い
、
自
分
が
ど
ん
な
に
貫
こ
う
と

思
っ
た
こ
と
も
貫
き
通
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
、
中
国
人
は
両
親
の
希
望
の
た
め
に
自
分
の

幸
せ
な
結
婚
を
犠
牲
に
す
る
人
が
本
当
に
多
い

で
す
。
今
日
の
よ
う
な
市
場
経
済
の
条
件
の
も

と
で
も
、
こ
の
よ
う
な
例
は
非
常
に
多
い
の
で

す
。
好
き
な
人
が
い
る
の
に
、
両
親
に
反
対
さ

れ
、
揉
め
た
挙
げ
句
、
し
ま
い
に
は
両
親
か
ら

「
私
か
、
彼
（
彼
女
）
か
、
ど
ち
ら
か
選
び
な

さ
い
」
の
一
言
が
投
げ
か
け
ら
れ
ま
す
。
す
る

と
中
国
人
は
一
般
的
に
は
、
自
分
の
望
む
こ
と

は
あ
き
ら
め
、
両
親
の
望
む
通
り
に
し
ま
す
。

こ
れ
で
自
分
の
た
め
に
家
を
犠
牲
に
す
る
と
言

え
ま
す
か
。
ま
た
多
く
の
中
国
の
大
学
生
は
、

大
学
受
験
の
際
、
受
験
す
る
専
攻
は
自
分
の
関

心
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
両
親
が
決
め
た
も

の
で
、
一
旦
決
め
ら
れ
た
ら
変
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　「
差
序
格
局
」
に
は
も
う
一
つ
十
分
で
は
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
関
係
を
比

較
的
平
面
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
本
当
の
中
国
人
の
関
係
は
非
常
に
タ
テ
を

強
調
し
て
い
ま
す
。
日
本
社
会
の
人
間
関
係
も

タ
テ
を
強
調
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら

「
差
序
格
局
」
は
こ
の
特
徴
を
十
分
に
反
映
し

て
い
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
費
先
生
の
突
出
し
た
功

績
を
強
調
し
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
、

中
国
の
社
会
、
儒
家
文
化
に
は
一
つ
の
欠
点
が

あ
り
ま
す
。
一
旦
、
あ
る
学
者
が
学
術
的
な
地

位
を
築
き
、
そ
の
道
の
権
威
と
な
る
と
、
つ
ま

り
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
み
な
大
樹
や
大
山
を

見
つ
け
た
と
い
っ
た
よ
う
に
安
心
し
、
そ
れ
に

頼
り
、
そ
れ
で
飯
を
食
わ
せ
て
も
ら
う
か
、
一

杯
の
ス
ー
プ
を
恵
ん
で
も
ら
お
う
と
し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
半
世
紀
が
過
ぎ
て
も
、
中
国
の
社

会
学
界
も
こ
の
概
念
の
み
を
認
め
、
発
展
を
し

て
い
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
た
い
と

は
思
う
が
、
み
な
主
観
的
に
排
除
を
す
る
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
私
は
「
差
序
格
局
」
の
重
要

性
は
何
と
言
っ
て
も
中
国
化
概
念
の
第
一
声
を

発
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
中

国
の
社
会
学
者
の
世
界
に
向
け
て
の
名
刺
で

す
。
し
か
し
、
中
国
の
社
会
学
が
正
常
に
、
着

実
に
発
展
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
そ
れ
を
超

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
に
至

る
ま
で
、
私
た
ち
は
ま
だ
「
差
序
格
局
」
の
概

念
の
も
と
を
さ
ま
よ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま

で
行
く
と
、
中
国
の
社
会
学
は
永
遠
に
前
世
紀

の
一
九
四
〇
年
代
に
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま
で

す
。
そ
れ
で
は
滑
稽
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち

は
費
先
生
よ
り
も
優
れ
た
後
輩
学
者
が
現
れ
る

こ
と
を
心
情
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で

す
。
と
は
い
え
、
こ
の
概
念
の
不
十
分
さ
は
明

ら
か
で
す
。
や
は
り
こ
の
枠
組
み
を
打
ち
破

り
、
新
し
く
さ
ら
に
良
い
解
釈
の
枠
組
み
を
模

索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
三
人
目
の
学
者
は
許
烺
光
（
Ｆ
・
Ｌ
・
Ｋ
・

シ
ュ
ー
、
一
九
〇
九

－

一
九
九
九
）
で
す
。
私

は
彼
の
学
術
的
成
果
は
費
先
生
よ
り
大
き
い
と

思
い
ま
す
。
学
術
的
成
果
と
い
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
社
会
的
影
響
力
で
は
な
く
、
さ
ら
に
中

国
語
で
の
学
術
的
影
響
力
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

許
烺
光
は
中
国
語
の
世
界
で
の
知
名
度
は
そ
れ

ほ
ど
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
彼
の

社
会
科
学
や
人
類
科
学
や
社
会
学
に
対
す
る
貢

献
は
非
常
に
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
彼
が



13──“人際”の関係学

中
国
人
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
作
っ
た
概

念
が
“
情
境
中
心
”（
状
況
中
心
）
で
す
。
こ

の
概
念
は
「
差
序
格
局
」
の
硬
化
し
た
部
分
を

あ
る
程
度
克
服
し
、
中
国
人
の
関
係
の
生
き
生

き
と
し
た
部
分
を
浮
き
出
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し

て
「
差
序
格
局
」
と
同
様
に
「
情
境
中
心
」
に

も
比
較
対
象
と
な
る
概
念
が
あ
り
ま
す
。
彼
は

ア
メ
リ
カ
人
の
関
係
を
「
個
人
中
心
」
と
考
え

ま
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
る
文

化
比
較
の
た
め
、
中
国
に
は
“
宗
族
”（
ク
ラ

ン
）
を
、
イ
ン
ド
に
は
“
種
姓
”（
カ
ー
ス

ト
）
を
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
は
“
倶
楽
部
”

（
ク
ラ
ブ
）
を
そ
れ
ぞ
れ
文
化
を
代
表
す
る
も

の
と
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
実
際
こ
の
よ
う
に
比

較
す
る
こ
と
は
中
国
人
の
家
族
傾
向
を
説
明
し

よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
い
か
な
る
時
で
も
最

も
重
要
で
す
。
イ
ン
ド
人
は
い
か
な
る
時
で
も

社
会
階
層
を
最
も
重
要
視
し
ま
す
。
ま
た
ア
メ

リ
カ
人
は
柔
軟
な
団
体
を
最
も
重
要
と
見
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
ク
ラ
ブ
を
取
り
上
げ
「
団
体
格

局
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ク
ラ
ブ
と
い
う
の

は
相
対
的
に
柔
軟
性
を
持
っ
た
概
念
で
、
ア
メ

リ
カ
人
ら
し
い
で
す
。
こ
れ
は
私
の
考
え
方
で

す
。
で
す
か
ら
私
は
許
烺
光
を
と
て
も
重
要
な

学
者
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
彼
は
そ
の
他
に

も
多
く
の
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
許
烺
光
は
異
な
る
社
会
に
お
け
る

自
己
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
彼
の
異
な
る
社
会
に
お
け
る
自
己
は
関
係

か
ら
考
え
た
も
の
で
、「
差
序
格
局
」
と
異
な

る
と
こ
ろ
は
、
中
国
人
の
自
己
は
、
一
生
の
う

ち
、
永
遠
の
関
係
を
探
し
求
め
る
こ
と
に
あ
る

と
許
は
考
え
ま
し
た
。
で
は
永
遠
の
関
係
と
は

何
か
。
そ
れ
は
家
族
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
？
　

日
本
人
は
、
仕
事
環
境
に
永
遠
の
居
場
所
を
求

め
ま
す
。
そ
こ
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
大
体
は

会
社
で
す
。
ア
メ
リ
カ
人
は
生
活
の
中
に
流
動

的
な
関
係
を
築
こ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
関
係
が

ク
ラ
ブ
式
あ
る
い
は
個
人
移
動
式
と
い
う
特
徴

を
帯
び
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
人
は
友

達
と
な
る
と
き
、
お
互
い
非
常
に
良
い
感
情
を

持
っ
て
い
ま
す
が
、
別
れ
る
と
き
に
は
あ
っ
さ

り
と
別
れ
る
と
い
う
相
対
的
に
柔
軟
な
関
係
で

す
。
だ
か
ら
、
許
烺
光
は
人
格
と
い
う
概
念
で

自
己
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
賛
同
し
て
い
ま
せ

ん
。
彼
は
、
異
な
る
関
係
タ
イ
プ
の
中
で
自
己

の
特
徴
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま

し
た
。
こ
れ
よ
り
私
た
ち
は
多
く
の
中
国
の
問

題
は
い
く
つ
か
の
概
念
の
比
較
の
中
で
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
で

す
。
当
然
、
私
た
ち
は
こ
れ
で
満
足
す
べ
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
最
後
に
自
分
の
研
究
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
四
番
目
に
話
し
た
い
の
が
、
台
湾
の
社
会
科

学
の
本
土
化
で
す
。
こ
の
提
唱
は
ま
ず
、
心
理

学
界
や
社
会
心
理
学
界
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
な
人
物
が
楊
国
枢
（
一
九
三
二

－

二
〇
一
八
）
で
す
。
彼
が
提
起
し
た
概
念
が

「
社
会
志
向
」
で
あ
り
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
い

く
つ
か
の
概
念
は
す
べ
て
み
な
こ
の
「
社
会
志

向
」
に
収
め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、「
関
係
志

向
」
は
「
社
会
志
向
」
の
一
つ
で
、「
情
境
中

心
」
も
家
族
主
義
も
、
そ
し
て
ま
た
権
威
志
向

等
も
「
社
会
志
向
」
の
一
つ
で
あ
る
と
彼
は
考

え
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
社
会
志
向
」
は
四

つ
の
サ
ブ
志
向
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に

一
つ
の
よ
い
考
え
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

個
人
的
に
は
中
国
人
や
中
国
社
会
の
研
究
を
長

年
や
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
言
い
方
に
は
賛
同

で
き
ま
せ
ん
。「
社
会
志
向
」
と
い
う
概
念
は

非
常
に
大
き
く
、
ま
た
曖
昧
で
す
。
そ
の
中
に
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多
く
の
内
容
を
収
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う

の
は
、
社
会
志
向
が
布
陣
（
位
置
づ
け
）
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り

こ
の
研
究
概
念
は
社
会
の
動
き
の
中
か
ら
抽
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
先
人
の
研
究
結
果
を

結
合
さ
せ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
大
き
な
概
念
で

そ
れ
を
包
括
し
、
そ
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
る

の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
布
陣
と
は
、
研
究
者
は
自

分
の
好
み
に
よ
っ
て
、
最
上
位
に
一
つ
の
概
念

を
置
き
、
下
に
四
つ
の
概
念
を
据
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
下
に

三
つ
の
概
念
を
置
か
な
い
の
か
、
四
つ
を
好
む

人
も
お
り
、
三
つ
を
好
む
人
も
い
る
。
ま
た
三

つ
も
四
つ
も
だ
め
で
五
つ
の
概
念
を
置
く
人
も

い
る
。
で
は
八
つ
は
だ
め
な
の
か
。
こ
こ
に
は

人
為
的
な
配
置
の
意
図
が
加
わ
っ
て
お
り
、
上

層
に
い
く
つ
、
下
層
に
い
く
つ
、
そ
し
て
結
局

上
層
と
下
層
に
い
く
つ
置
く
か
と
い
う
の
は
論

理
的
に
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
主

観
的
な
研
究
嗜
好
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
先
人
の
理
論
を
ま
と
め
る

こ
と
を
模
索
す
る
の
は
必
要
で
す
。
だ
か
ら
個

人
志
向
に
対
す
る
社
会
志
向
も
や
は
り
重
要
な

学
術
的
意
味
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
ま
た

述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
土
研
究
は

台
湾
に
お
い
て
早
い
時
期
か
ら
展
開
し
て
い
ま

す
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
成
果
が
出
始
め
て
い

ま
す
。
し
か
し
中
国
大
陸
で
は
、
全
く
な
い
と

は
言
い
ま
せ
ん
が
、
た
だ
わ
ず
か
な
人
た
ち
が

試
み
た
の
み
で
、
全
く
も
の
に
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。

「
人
情
」と
「
面
子
」モ
デ
ル
の 

　
評
価
と
問
題

　
こ
こ
で
も
う
一
人
、
台
湾
の
学
者
、
黄
光
国

（
一
九
四
五

－

）
に
つ
い
て
も
述
べ
た
い
と
思

い
ま
す
。
彼
の
功
績
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
に

人
情
と
面
子
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
こ
と
で

す
。
こ
の
モ
デ
ル
へ
の
見
解
を
簡
単
に
述
べ
ま

す
と
、
人
情
と
面
子
の
モ
デ
ル
は
ま
ず

Am
erican Journal of Sociology

に
て
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
当
然
そ
の
影
響
力
は
比
較
的
大
き

か
っ
た
で
す
。
し
か
し
私
は
今
で
も
こ
の
モ
デ

ル
の
最
も
大
き
な
意
義
は
モ
デ
ル
自
体
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
で
は
な
く
、「
人
情
」

と
「
面
子
」
と
い
う
こ
の
二
つ
の
概
念
を
使
用

し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
モ
デ
ル
自
体

は
ど
う
か
と
い
う
と
、
私
は
少
な
く
と
も
そ
の

モ
デ
ル
に
よ
り
中
国
人
の
関
係
へ
の
解
釈
や
認

識
が
増
す
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
こ
の
モ
デ
ル
の

内
容
に
は
本
土
研
究
に
必
要
な
理
論
の
枠
組
み

が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
黄
光
国
の

貢
献
は
、
先
に
述
べ
た
四
名
と
比
べ
、
彼
は
中

国
人
の
関
係
的
意
義
に
お
い
て
、「
人
情
」
と

「
面
子
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
初
め
て
世
界

に
向
け
て
使
っ
た
こ
と
で
す
。
た
い
し
た
こ
と

な
い
じ
ゃ
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
は
こ
の
意
義
は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
彼
が
こ
の
二
つ
の
概
念
を
国
際

的
に
発
表
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
も
そ
れ
を
使

う
勇
気
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ
使
う
勇

気
が
な
い
の
か
、
そ
れ
は
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
が

怖
い
か
ら
で
す
。

　
中
国
の
学
術
界
に
は
“
土
”（
田
舎
く
さ

い
）
と
“
洋
”（
西
洋
の
、
近
代
的
な
）
の
二

つ
が
あ
り
ま
す
。
一
旦
“
土
”
に
染
ま
っ
た
学

者
は
、
馬
鹿
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
み
な

“
洋
”
に
追
随
し
て
い
く
の
で
す
。
私
は
三
〇

年
前
に
面
子
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
が
、
こ
の

“
土
”
の
た
め
ず
っ
と
重
要
視
さ
れ
て
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
中
国
学
術
界
で
は
、
誰

そ
れ
が
面
子
の
研
究
を
し
て
い
る
と
い
う
と
、
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そ
れ
は
そ
の
人
の
研
究
方
向
を
紹
介
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
遠
回
し
に
そ
の
研
究
は
主
流
で

は
な
く
価
値
が
な
い
と
示
唆
し
て
い
る
の
で

す
。
な
の
で
、
人
情
と
面
子
の
研
究
を
続
け
よ

う
と
思
っ
た
ら
、
多
く
の
言
葉
で
そ
の
重
要
性

を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
往
々
に
し
て

効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
黄
光
国

が
一
足
飛
び
で
駆
け
上
が
り
、
人
情
と
面
子
の

研
究
は
中
国
人
を
研
究
す
る
上
で
の
核
心
的
な

概
念
で
あ
り
、
そ
の
土
台
の
上
に
理
論
を
打
ち

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
こ
の
理

論
を
国
際
社
会
学
界
に
語
っ
た
こ
と
は
、
本
当

に
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
私

た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
勇
気
を
も
ら

い
、
そ
れ
か
ら
胸
を
張
っ
て
堂
々
と
こ
の
研
究

を
行
え
る
の
で
す
。

　
一
旦
勇
気
を
も
ら
う
と
、
次
は
自
信
に
つ
な

が
り
ま
す
。
今
日
、
中
国
人
学
者
の
自
信
は
膨

ら
み
、
社
会
科
学
的
言
語
体
系
を
構
築
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
閉
じ
こ
も
っ
た

ま
ま
言
語
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
世
界
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
国
際
学
術
界

が
こ
の
言
語
体
系
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
見
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
国
際
社
会
学
界

は
中
国
に
関
す
る
概
念
が
や
は
り
“
関
係
”
と

「
人
情
」
と
「
面
子
」
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入

れ
て
い
ま
す
。
不
思
議
な
の
は
、
中
国
本
土
の

社
会
学
で
は
、
こ
の
三
つ
の
概
念
を
ほ
と
ん
ど

研
究
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、
黄
光
国
の
重
要
性
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

彼
は
西
洋
人
が
中
国
研
究
を
す
る
際
、
中
国
人

を
理
解
し
た
け
れ
ば
人
情
と
面
子
を
理
解
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
指
摘
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
黄
光
国
が
人
情
や
面
子
に
お
い
て
何
を

語
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
彼
は
何
も

語
っ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
日

こ
こ
で
討
論
し
た
い
問
題
で
す
。
モ
デ
ル
の
内

容
か
ら
見
る
と
、
黄
光
国
は
そ
の
賢
明
さ
で
西

洋
の
概
念
に
対
し
て
再
構
築
を
行
い
、
そ
れ
を

用
い
て
人
情
と
面
子
の
研
究
を
し
た
だ
け
な
の

で
す
。
再
構
築
と
は
何
か
と
い
う
と
、
彼
は
西

洋
人
に
中
国
人
の
人
情
と
面
子
を
明
確
に
説
明

す
る
に
は
、「
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
」

（social interaction theory
）、「
社
会
資
源
理

論
」（social resources theory
）、「
社
会
的
交

換
理
論
」（social exchange theory
）、「
社
会

正
義
論
」（social justice theory

）
の
四
つ
の

理
論
か
ら
中
国
人
の
概
念
を
説
き
、
こ
の
四
つ

の
理
論
の
再
構
築
に
よ
っ
て
中
国
人
の
人
情
や

面
子
な
ど
が
理
解
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。
も

し
一
度
真
剣
に
、
理
論
を
一
つ
一
つ
精
査
し
て

い
け
ば
、
こ
れ
ら
の
理
論
で
中
国
人
の
関
係
を

明
確
に
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
単

独
の
理
論
で
は
だ
め
で
、
四
つ
の
理
論
を
合
わ

せ
て
も
だ
め
、
そ
し
て
再
構
築
し
て
も
説
明
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
四
大

理
論
は
も
と
も
と
中
国
人
に
つ
い
て
打
ち
立
て

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
当
然
み
な

一
般
的
な
理
論
な
の
で
、「
説
明
で
き
る
」
と

い
っ
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
理

論
的
意
義
か
ら
可
否
を
問
う
て
も
、
そ
れ
で
は

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
に
し
ろ
、
黄
光
国
は

人
情
と
面
子
が
中
国
人
研
究
の
核
心
的
概
念
で

あ
る
と
勇
気
を
も
っ
て
述
べ
ま
し
た
。
こ
れ
に

は
賛
同
し
ま
す
。
私
も
長
年
中
国
を
観
察
し
、

考
え
て
き
ま
し
た
が
、
中
国
人
を
理
解
す
る
鍵

は
人
情
と
面
子
だ
と
思
い
ま
す
。

関
係
の
ベ
ク
ト
ル
理
論
の
提
起

　
こ
れ
か
ら
、
少
し
の
時
間
を
拝
借
し
て
私
の

最
近
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。
私
は
二
〇
世
紀
の
後
半
に
人
情
と
面
子
の
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研
究
か
ら
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
い
っ
た
い

面
子
と
は
中
国
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の

か
、
私
の
視
点
を
提
起
し
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
私
の
視
点
は
話
さ
ず
、
私
の
研
究
が
ど
の

よ
う
に
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
理
論
と
対
話
し
て
き

た
か
を
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
西
洋
社
会
学

の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
理
論
は
本
来
、
面
子
研
究

か
ら
啓
発
を
受
け
た
も
の
で
、
形
式
化
さ
れ
、

理
論
化
し
た
結
果
、
一
般
的
な
社
会
現
象
と
解

釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
ッ
フ
マ
ン
（E

rving 
G

offm
an, 1922 ‒1982

）
の
こ
の
思
想
を
細
か

く
見
て
い
く
と
、
そ
の
論
理
は
自
己
か
ら
マ
ス

ク
、
マ
ス
ク
か
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ま
で
の
過

程
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に

中
国
人
の
面
子
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
ら
、
そ

の
重
点
は
、
人
は
ど
の
よ
う
に
自
己
か
ら
出
発

し
て
マ
ス
ク
を
形
成
し
、
さ
ら
に
観
衆
に
向
き

合
っ
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
か
に
は
あ
ら

ず
、
聴
衆
や
観
衆
を
論
理
起
点
と
す
る
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
（
こ
の
点
は
本
誌
所
収
の
論
文
で

重
点
的
に
検
討
し
ま
す
）。
拍
手
喝
采
は
自
分

が
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
私
た
ち
は
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
自
分
で
自
分
を
拍
手
喝
采
し
て
も
、

何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
観
衆
や
聴
衆
か
ら
の
賞

賛
が
必
要
で
す
。
西
洋
人
の
思
考
に
よ
る
と
、

観
衆
に
素
晴
ら
し
い
と
言
わ
せ
て
初
め
て
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。
し

か
し
中
国
人
は
そ
う
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
自
体
の
出
来
は
ど
う
で
あ
れ
、

素
晴
ら
し
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。
日
本
人

に
と
っ
て
は
、
そ
の
中
に
一
つ
の
「
恥
」
の
概

念
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
中
国

人
の
関
係
の
中
で
は
そ
れ
は
情
理
に
合
っ
て
い

る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
も
し
二
人
の
関
係
が
良

い
な
ら
ば
、
そ
の
出
来
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、

良
か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
も
し
、
良
く
な

か
っ
た
と
最
後
ま
で
主
張
す
れ
ば
、
二
人
の
関

係
は
断
絶
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
ド
ラ
マ

ツ
ル
ギ
ー
理
論
が
考
え
つ
か
な
か
っ
た
現
象
で

す
。
ゴ
ッ
フ
マ
ン
が
、
自
己
か
ら
マ
ス
ク
へ
、

マ
ス
ク
か
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
と
思
考
し
た

時
、
そ
の
重
点
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
い
か

に
良
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
で
き
る
か
に
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
、
声
援
し
て
く
れ
る
一

団
の
衆
を
用
意
し
て
お
け
ば
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
失
敗
し
て
も
、
良
か
っ
た
と
言
っ
て
く
れ

る
の
で
、
何
も
怖
が
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
人
の
面
子

の
理
論
は
こ
こ
に
落
ち
着
き
ま
す
。
こ
の
点
を

理
解
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
関
係
と
人
情
の
重
要

性
が
わ
か
り
ま
す
。

　
私
は
人
情
を
研
究
し
て
い
る
時
、
中
国
人
の

人
情
は
西
洋
心
理
学
で
討
論
さ
れ
て
い
る
情
感

や
友
情
で
も
な
く
、
社
会
的
交
換
理
論
で
も
語

れ
な
い
と
気
づ
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
交
換

理
論
」
の
前
提
と
し
て
、
二
つ
の
独
立
し
た
個

体
が
付
き
合
う
こ
と
が
必
要
で
、
互
い
の
間
に

ど
ん
な
交
換
関
係
が
発
生
し
よ
う
と
も
お
互
い

の
平
等
の
上
に
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
す
。
こ
れ
が
、
私
が
先
ほ
ど
黄
光
国
が

四
つ
の
西
洋
理
論
を
用
い
て
中
国
人
の
人
情
と

面
子
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
否
定
し
た

理
由
で
す
。
中
国
人
が
理
解
し
て
い
る
社
会
交

換
と
は
、
お
互
い
の
不
平
等
性
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
点
は
少
し
わ
か
り
に
く
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
も

し
二
人
の
間
の
交
換
が
平
等
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
人
情
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
マ
ー

ケ
ッ
ト
上
で
の
交
換
は
人
情
を
持
ち
出
さ
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
お
互
い
に
平
等
だ
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か
ら
で
す
。
商
品
や
金
銭
の
交
換
、
そ
し
て
個

人
と
個
人
の
交
換
も
み
な
平
等
な
の
で
す
。
も

し
、
強
引
に
売
買
し
た
り
、
勢
力
任
せ
に
人
を

い
じ
め
た
り
す
れ
ば
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
な
く
な

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
例

は
少
し
特
殊
で
す
が
、
日
常
社
会
に
お
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
も
し
あ
な
た
が
お
ご
っ
て

も
ら
い
、
い
く
ら
お
ご
っ
て
も
ら
っ
た
か
を

知
っ
た
と
し
ま
す
。
ま
た
別
の
日
に
あ
な
た
が

お
ご
る
と
き
に
、
同
じ
金
額
で
お
ご
り
ま
し

た
。
ま
た
は
、
誕
生
日
に
ケ
ー
キ
を
送
り
ま
し

た
。
そ
し
て
自
分
の
誕
生
日
に
ケ
ー
キ
を
も
ら

い
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
人
情
は
あ
る
で
し
ょ
う

か
。
ど
ち
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
人
の
人
情

の
持
つ
意
味
は
お
互
い
の
間
に
分
量
の
差
が
あ

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
当
然
人
情
を
返
す
方
は

分
量
が
多
い
方
が
望
ま
し
い
で
す
。
こ
の
特
徴

は
中
国
人
の
概
念
の
中
で
は
“
報
”（
報
い

る
）
と
呼
び
、
人
情
を
返
す
こ
と
は
“
回
報
”

や
“
報
答
”
と
言
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
“
回

報
”（
お
返
し
）
の
社
会
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
双
方

を
絶
え
ず
巻
き
込
み
、
し
ま
い
に
は
と
て
も
長

い
時
間
ま
で
引
き
延
ば
さ
れ
、
終
わ
り
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
し
勘
定
を
き
れ
い

さ
っ
ぱ
り
と
清
算
し
た
ら
、
人
情
は
消
失
し
ま

す
。

　
こ
の
意
義
か
ら
み
て
も
、
中
国
人
の
関
係
に

お
い
て
議
論
す
る
重
点
は
西
洋
と
異
な
る
こ
と

を
発
見
し
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
こ
の
違
い

に
つ
い
て
中
国
文
化
の
中
か
ら
答
え
を
探
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
問
題
は
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

が
西
洋
の
理
論
と
対
話
を
し
よ
う
と
す
る
と
、

私
た
ち
の
対
話
の
方
向
は
比
較
文
化
上
の
違
い

に
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
の
理
論
自
体
の
多
く
は

文
化
上
の
も
の
で
は
な
く
形
式
上
の
も
の
で

す
。
も
し
、
本
当
に
対
話
を
し
よ
う
と
す
る

と
、
文
化
上
の
討
論
を
減
ら
し
形
式
上
の
討
論

を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
私

の
考
え
で
す
が
、
ま
さ
に
こ
の
理
由
の
た
め
、

私
は
お
よ
そ
十
年
前
に
「
関
係
の
ベ
ク
ト
ル
」

と
い
う
理
論
を
構
築
し
始
め
ま
し
た
。
こ
の
理

論
の
役
割
は
文
化
上
の
討
論
を
形
式
上
の
討
論

に
移
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
さ
て
こ
こ
で
、
私

が
先
ほ
ど
あ
げ
た
学
者
た
ち
の
話
に
戻
り
ま

し
ょ
う
。「
差
序
格
局
」「
倫
理
本
位
」「
情
境

中
心
」
に
し
て
も
、
中
国
人
が
通
常
好
ん
で
話

す
血
縁
、
地
縁
、
親
族
、
家
族
、
親
戚
、
身
内

お
よ
び
知
人
の
社
会
に
し
て
も
、
み
な
文
化
的

な
意
味
を
帯
び
て
い
る
か
、
あ
る
文
化
を
通
し

て
も
う
一
つ
の
文
化
と
比
較
す
る
と
い
う
意
味

を
有
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
私
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
異

な
っ
た
関
係
の
ベ
ク
ト
ル
に
置
き
換
え
た
後
、

時
間
軸
と
空
間
軸
上
に
中
国
人
の
特
徴
を
求
め

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
時
間
や
空
間
の
上
に
関

係
を
構
築
す
る
と
、
異
な
る
類
型
の
関
係
を
一

つ
の
理
論
上
に
お
い
て
見
る
機
会
を
得
ら
れ
る

の
で
す
。
異
な
る
類
型
の
付
き
合
い
を
明
確
に

す
る
た
め
、
時
間
上
で
の
付
き
合
い
の
長
短
や

空
間
上
の
付
き
合
い
の
選
択
性
の
高
低
に
基
づ

き
、
関
係
を
四
つ
の
類
型
に
分
け
ま
し
た
。
時

間
上
の
長
短
は
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま
す

が
、
空
間
上
の
選
択
性
と
は
何
を
言
う
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
社
会
的
流
動
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
選
択
性
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
例

え
ば
、
先
祖
代
々
一
つ
の
場
所
で
生
活
し
て
い

る
と
す
る
と
、
付
き
合
い
の
選
択
性
は
と
て
も

低
い
と
言
え
ま
す
。
ま
た
一
生
の
間
に
多
く
の

場
所
に
行
っ
た
と
す
る
と
、
付
き
合
い
の
選
択

性
は
高
い
と
言
え
ま
す
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
た

四
種
の
関
係
の
類
型
が
そ
れ
ぞ
れ
、「
ル
ー
ズ



時間

短期的
高選択的

長期的
高選択的

短期的
低選択的

長期的
低選択的

（約束に基づく関係）

短 長

空間

（固定的関係）

（ルーズな関係） （友情関係）

高
選
択
性

低
選
択
性
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な
関
係
」「
約
束
に
基
づ
く
関
係
」「
友
情
関

係
」「
固
定
的
関
係
」
で
す
。

　「
ル
ー
ズ
な
関
係
」
と
は
付
き
合
い
が
短
期

的
か
つ
選
択
性
が
高
い
も
の
の
組
み
合
わ
せ

で
、
流
動
的
な
過
程
に
お
い
て
短
期
間
付
き
合

う
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
約
束
に
基
づ
く
関

係
」
と
は
、
決
ま
っ
た
時
間
内
で
一
時
的
に
変

動
が
な
い
状
態
で
付
き
合
う
こ
と
で
、
例
え

ば
、「
今
日
午
前
私
た
ち
は
教
室
で
九
時
三
〇

分
か
ら
一
一
時
ま
で
お
互
い
に
短
い
時
間
内
、

移
動
せ
ず
に
交
流
す
る
」
な
ど
が
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
付
き
合
い
に
は
時
間
制
限
が
あ

り
、
終
わ
り
は
必
ず
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ

れ
を
「
約
束
に
基
づ
く
関
係
」
と
言
い
ま
す
。

あ
る
一
定
の
時
間
が
過
ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ

る
と
ル
ー
ズ
な
関
係
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
ル
ー
ズ
な
関
係

の
背
後
の
価
値
観
に
は
個
人
主
義
が
あ
り
、
自

由
で
平
等
で
す
。
一
方
、
約
束
に
基
づ
く
関
係

の
背
後
の
交
際
原
理
に
は
契
約
精
神
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
よ
り
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
わ

ゆ
る
約
束
に
基
づ
く
関
係
に
は
、
社
会
的
意
味

で
い
え
ば
、
会
社
、
国
家
機
関
、
病
院
、
学
校

な
ど
の
社
会
組
織
を
含
み
ま
す
。
人
は
あ
る
特

定
の
段
階
で
一
つ
の
場
所
に
来
ま
す
。
出
勤
も

し
か
り
、
通
学
も
し
か
り
、
仕
事
も
し
か
り
、

こ
れ
ら
は
み
な
約
束
に
基
づ
く
関
係
に
な
っ
て

い
る
と
言
え
ま
す
。
次
に
「
友
情
関
係
」
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
友
情
関
係
の
最
大
の
特
徴

は
、
期
間
が
長
く
、
選
択
性
も
高
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
友
人
と
い
う
の
は
皆
が
な
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
友
情
関
係
は
長

続
き
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
、
理

論
上
一
つ
の
落
と
し
穴
が
あ
り
ま
す
。
何
を
以

て
長
期
間
、
短
期
間
と
い
う
の
か
で
す
。
理
論

上
の
期
間
の
長
短
と
は
、
時
間
に
定
義
を
付
与

す
る
か
否
か
に
よ
り
ま
す
。
会
社
に
就
職
し
た

時
、
ま
ず
三
年
の
契
約
を
結
ぶ
と
言
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
清
華
大
学
に
入
学
し
、
四
年
で
卒
業

を
す
る
。
ま
た
こ
こ
に
講
座
を
聴
き
に
来
る
、

午
前
中
に
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
時
間
が
決
ま
っ
て
お
り
、
決
ま
っ
た
時
間

に
基
づ
い
て
付
き
合
い
を
し
て
い
る
の
で
す
。

も
し
、
時
間
に
定
義
を
付
与
し
な
か
っ
た
ら
、

そ
れ
は
長
期
的
関
係
で
す
。
あ
る
二
人
が
友
達

に
な
る
時
、
何
年
付
き
合
う
か
な
ど
と
聞
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
年
付
き
合
う
か
な
ど
わ

か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
時
間
に
定
義
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
そ
の
友
情
が

非
常
に
短
い
期
間
だ
っ
た
と
し
て
も
、
定
義
が

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
最
も
重
要
な
一
つ
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、

「
固
定
的
関
係
」
で
す
。
固
定
的
関
係
と
は
、

付
き
合
い
の
期
間
が
長
く
、
か
つ
選
択
性
が
低

い
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
す
。
つ
ま
り
時
間
が

限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
付
き
合
い
も
選
択
の
幅
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が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
ま
さ

に
家
族
、
親
戚
、
血
縁
な
ど
の
関
係
で
す
。
こ

う
し
て
見
る
と
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
人
情
と
面
子
と
は
何
か
、
そ
し
て
関
係
と

は
何
か
を
改
め
て
考
え
た
時
、
一
つ
の
法
則
が

見
え
て
き
ま
す
。
人
は
ル
ー
ズ
な
関
係
や
約
束

に
基
づ
く
関
係
の
中
で
は
、
人
情
や
面
子
を
語

り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
確
か
に
個
人
主
義
的
価

値
観
の
社
会
で
は
人
情
や
面
子
が
討
論
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
今
日
の

こ
の
講
演
に
も
人
情
と
面
子
が
存
在
す
る
と
は

言
い
が
た
い
で
す
。
し
か
し
、
友
情
関
係
に
は

人
情
と
面
子
が
現
れ
ま
す
。
つ
ま
り
時
間
軸
が

と
て
も
重
要
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
真
の
人
情

や
面
子
は
往
々
に
し
て
固
定
的
関
係
に
根
付
い

て
い
ま
す
。
で
は
人
情
や
面
子
は
ど
の
よ
う
に

芽
生
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
互
い
に
去
ら

ず
、
長
期
間
一
緒
に
い
る
と
、
人
情
や
面
子
が

芽
生
え
ま
す
。
人
と
人
と
の
間
に
人
情
や
面
子

が
な
け
れ
ば
、
そ
の
付
き
合
い
は
終
わ
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
固
定
的
関
係
で
は
終
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
終
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
に
、
も
し
す
べ
て
本
音
で
、
何
で
も
話

し
て
し
ま
っ
た
ら
、
気
ま
ず
く
な
っ
た
り
、
面

子
を
潰
し
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、

言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
言
わ
ず
、
聞
こ
え

の
い
い
言
葉
だ
け
選
ん
で
話
を
す
れ
ば
、
関
係

は
良
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
固
定
的
関

係
の
中
で
は
相
手
に
面
子
を
与
え
、
婉
曲
的
に

話
を
し
、
我
慢
を
し
、
ひ
い
て
は
権
謀
術
策
ま

で
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
終
わ

り
の
な
い
付
き
合
い
に
は
終
わ
ら
な
い
た
め
の

ゲ
ー
ム
規
則
が
必
要
な
の
で
す
。

　
異
な
る
関
係
の
ベ
ク
ト
ル
に
戻
り
ま
し
ょ

う
。
も
し
社
会
に
お
い
て
人
と
人
と
の
関
係
が

流
動
的
で
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
別
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
し
て
も
し
約
束
に
基
づ
く
関
係

で
あ
れ
ば
、
終
わ
り
の
日
が
必
ず
来
ま
す
。
友

情
関
係
に
な
る
と
、
人
情
や
面
子
に
関
わ
り
始

め
ま
す
が
、
や
は
り
別
れ
は
あ
り
ま
す
。
ま
さ

し
く
固
定
的
関
係
は
安
定
し
た
人
情
と
面
子
の

ゲ
ー
ム
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
が
私
の
構
築
し
た
関
係
の
ベ
ク
ト
ル
理
論
で

す
。
こ
の
構
造
の
中
か
ら
社
会
的
付
き
合
い
の

論
理
を
追
求
し
、
中
国
人
の
“
関
係
”
に
お
い

て
人
情
と
面
子
が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
を
理

解
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
十
年
に
わ
た
り
研
究
を
し
て
き
ま
し
た

の
で
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
も
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
話
す
の
を
や
め
て
お
き
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

羅
家
徳 
教
授 

中
国
人
の
関
係
“
圏
子
”

ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る

“
関
係
”
と
は

　“
圏
子
”
に
つ
い
て
話
す
と
な
る
と
、百
ペ
ー

ジ
あ
ま
り
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
資
料
が
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
る
と
わ
か
り
や
す
い

の
で
す
が
、
だ
め
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
今
日

の
午
前
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
昨
日
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翟
先
生
、
薛
先
生
と
お
話
を
し
た
際
、
先
生
方

に
は
数
学
的
な
部
分
を
語
ら
な
い
よ
う
繰
り
返

し
念
を
押
さ
れ
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
そ
れ
は

私
の
こ
の
十
年
来
の
主
な
研
究
内
容
で
は
あ
る

の
で
す
が
…
…
。
し
か
し
、
私
が
前
半
で
紹
介

し
よ
う
と
し
て
い
た
背
景
や
知
識
は
翟
先
生
が

す
で
に
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
翟
先
生
が
後
に
発

展
さ
せ
て
き
た
研
究
成
果
は
ま
だ
私
た
ち
の
モ

デ
ル
の
中
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

前
半
の
背
景
知
識
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
お
話
し
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
特
に
薛
先
生

は
私
た
ち
に
こ
の
背
景
と
な
る
知
識
に
つ
い
て

対
談
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か

ら
、
ま
ず
少
し
ば
か
り
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
翟
先
生
は
先
ほ
ど
し
き
り
に
、
私
た

ち
は
中
国
の
概
念
を
い
か
に
西
洋
の
概
念
と
つ

き
合
わ
せ
る
か
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
が
、

私
は
そ
の
よ
う
な
研
究
方
法
を
強
く
支
持
し
ま

す
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
純
本
土
化
視
点
」
あ

る
い
は
、
閉
じ
こ
も
っ
た
状
態
で
の
皇
帝
型
の

本
土
化
に
は
強
く
反
対
し
ま
す
。
で
は
私
た
ち

は
西
洋
理
論
と
ど
の
よ
う
に
対
話
を
す
る
か
、

ま
た
西
洋
概
念
と
ど
の
よ
う
に
対
話
を
す
る
の

か
。
そ
う
な
る
と
話
は
“
関
係
”
と
い
う
二
文

字
に
及
び
ま
す
。
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
の
数
人

は
（
経
営
）
管
理
学
を
学
ん
で
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
管
理
学
で
い
わ
ゆ
る
中
国
管
理
と
い
え

ば
、
ほ
ぼ
“
関
係
”
の
こ
の
二
文
字
と
な
り
ま

す
の
で
、
と
て
も
流
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
考
え
て
く
だ
さ
い
。
中
国
人
の
言
語
環
境

は
非
常
に
豊
富
で
、
例
え
ば
“
我
和
他
的
関
係

很
強
，
我
和
他
的
関
係
很
弱
”（
私
と
彼
の
関

係
は
と
て
も
強
い
。
私
と
彼
の
関
係
は
と
て
も

弱
い
）
と
言
う
と
き
の
“
関
係
”
は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。social tie

（
社
会

的
絆
）
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、“
這
事
是
有
関
係
的
”（
こ
の
こ
と
は

関
係
し
て
い
る
）
の
“
関
係
”
は
ど
ん
な
意
味

で
し
ょ
う
か
。som

ething related

（
関
係
が

あ
る
も
の
）
で
す
。social tie

と
は
限
り
ま
せ

ん
。
ま
た
あ
る
と
き
、
ひ
け
ら
か
し
て
“
我
很

有
関
係
啊
”（
私
に
は
多
く
の
人
脈
が
あ
る

よ
）
と
言
っ
た
場
合
、
こ
の
時
の
“
関
係
”
は

「
私
のsocial tie

は
と
て
も
多
い
」
と
は
言
わ

ず
、
そ
れ
よ
り
も
「
私
のsocial tie
の
中
の
資

源
が
と
て
も
多
い
」
こ
と
に
注
目
し
ま
す
。
西

洋
で
は
こ
の
よ
う
な
概
念
を
何
と
言
う
か
と
い

う
と
、social capital

（
社
会
関
係
資
本
）
と

言
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う

に
“
関
係
”
を
定
義
し
て
い
く
か
で
す
が
、
管

理
学
界
で
“
関
係
”
を
定
義
す
る
場
合
に
は
、

多
重
言
語
環
境
を
用
い
る
こ
と
は
せ
ず
、“
関

係
”
と
い
う
二
文
字
を
“
関
係
”
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
表
記
│
│
“guanxi

”
に
置
き
変
え
て

い
ま
す
。
ま
ず
こ
の
定
義
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
そ
の
際
に
先
ほ
ど
話
し
た
言
語
環
境
に
お

け
る
“
関
係
”
を
ほ
と
ん
ど
排
除
し
た
の
で
、

残
っ
て
い
る
の
は
家
倫
理
本
位
概
念
と
い
う
強

い
関
係
で
す
。
西
洋
管
理
学
の
言
語
環
境
に
お

い
て
、
英
文
の
論
文
で
“guanxi

”
を
使
う
場

合
、
ほ
ぼstrong tie

、「
強
い
つ
な
が
り
」
と

置
き
換
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
も
家
倫
理
本
位
の

色
を
帯
び
た
強
い
つ
な
が
り
で
す
。
そ
う
な
る

と
、
中
国
の
生
き
生
き
と
し
た
生
活
の
多
様
な

意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
完
全
に
認
め
ま

す
。
で
す
か
ら
、
翟
先
生
は
、
私
た
ち
中
国
人

の
視
点
で
一
つ
の
概
念
を
捉
え
る
と
ど
の
よ
う

に
な
る
か
を
回
復
さ
せ
る
作
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
西
洋
の
学
者
と
対
話
す
る
時
に



羅 家徳［Luo Jar-Der］･････････････････････････････････

21──“人際”の関係学

は
、“
関
係
”
が
英
文
で
“guanxi

”
と
翻
訳

さ
れ
て
い
る
以
上
、
中
国
本
土
の
概
念
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
彼
ら

が
研
究
の
全
過
程
に
お
い
て
必
ず
や
西
洋
社
会

科
学
研
究
の
特
色
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
操
作
性
を

加
え
た
非
常
に
明
確
な
定
義
を
与
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
つ
ま
り
定
量
研
究
に
お

け
る
資
料
収
集
の
定
義
で
す
。

　
私
も
研
究
の
際
は
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ

て
い
ま
す
。
特
に
現
在
は
大
き
な
デ
ー
タ
を

扱
っ
て
お
り
、
国
内
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
会
社

と
協
力
し
て
、“
関
係
”
研
究
を
行
い
、
人

脈
、“
圏
子
”
な
ど
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
後

で
少
し
こ
の
デ
ー
タ
研
究
の
い
き
さ
つ
を
お
話

し
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
関
係
研
究
の
理
論
的
背
景
を
さ
ら
に

昇
華
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
日
特
に
紹
介
を
し

た
い
の
が
、
私
が
行
っ
て
い
る
“
関
係
”
と

“
圏
子
”
研
究
の
発
展
の
源
で
あ
る
複
雑
理

論
、com

plexity

で
す
。
こ
れ
は
、
マ
ー
ク
・

グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
（M

ark G
ranovetter

）
の

新
著
『
社
会
と
経
済
』（Society and Econom

y

）

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
複
雑
理
論
に
は
い

わ
ゆ
る
本
土
か
否
か
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
は
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
と
社
会
科
学
の

区
別
も
な
く
、
内
容
の
い
く
つ
か
の
概
念
は
自

然
科
学
で
も
社
会
科
学
で
も
通
用
し
ま
す
。
当

然
、
異
な
る
学
科
で
は
、
共
通
の
原
理
が
い
く

つ
か
あ
る
以
外
は
異
な
る
理
論
も
あ
り
ま
す
。

同
様
に
、
社
会
科
学
と
複
雑
理
論
に
も
共
通
の

部
分
は
あ
る
し
、
文
化
が
異
な
れ
ば
異
な
る
部

分
も
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
状
況
は
ど
う

か
、
中
国
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
も
及
び
ま

す
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の

が
、
本
土
化
は
「
あ
る
」「
な
し
」
の
問
題
で

は
な
く
、「
多
い
か
」「
少
な
い
か
」
の
問
題
で

あ
り
、
多
く
の
理
論
は
全
世
界
共
通
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
当
然
、
場
所
に
よ
っ
て
異
な

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
。

　“guanxi

”
と
い
う
概
念
は
西
洋
学
術
研
究

の
概
念
で
あ
り
、
一
般
庶
民
の
生
活
用
語
か
ら

離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
明
確
な
定
義
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
近
の
私
の
主
な

協
力
者
の
一
人
で
、
構
造
的
空
隙
（structural 

hole

）
論
の
創
始
者
で
あ
る
ロ
ナ
ル
ド
・
バ
ー

ト（R
onald S. Burt

）を
例
に
あ
げ
る
と
、ロ
ナ

ル
ド
・
バ
ー
ト
はguanxi

の
学
術
的
定
義
を
次

の
よ
う
に
行
い
ま
し
た
。“ A

 relationship is a 
guan xi tie to the extent that trust is high and 
relatively independent of social structure 
around the relationship”

﹇B
urt and 

Burzynska 2017 : 2 0

﹈。
こ
の
定
義
は
以
下
の

い
く
つ
か
の
点
を
含
ん
で
い
ま
す
。

　
⑴
　guanxi

は
強
い
つ
な
が
り
で
あ
る
。

　
⑵
　
差
序
（
格
差
と
序
列
）
が
あ
り
、
強
弱

に
よ
っ
て
異
な
る
。
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⑶
　
関
係
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
信
頼

度
も
上
が
る
。

　
⑷
　
関
係
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
双
方

が
互
い
に
置
か
れ
て
い
る
社
会
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
造
か
ら
独
立
し
て
い
る
。

　
面
白
い
の
は
、
論
文
で
は
、
中
国
企
業
家
の

発
展
過
程
に
お
け
る
五
つ
の
期
間
と
静
的
な
社

会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
比
較
を
分
析
の
基
礎
と

し
、
証
拠
を
導
き
出
し
、
上
述
の
定
義
を
裏
付

け
て
い
る
こ
と
で
す
﹇Burt and Burzynska 

2017 : 14 , figure 4

﹈。
言
い
換
え
る
と
、guanxi

と
は
構
造
封
鎖
性
と
関
連
を
持
た
な
い
強
い
信

頼
で
結
ば
れ
た
つ
な
が
り
で
あ
る
と
定
義
で
き

ま
す
。
こ
れ
は
社
会
心
理
学
に
基
づ
い
て
掲
げ

ら
れ
たguanxi

の
過
去
の
定
義
と
は
異
な
り

ま
す
。
人
情
交
換
（favor exchange

）﹇H
wang 

1987 ; Yang 1993

﹈
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

れ
、
責
任
義
務
（obligation

）﹇Liang 1983 ; 
Z

hang and Z
hang 2006 ; M

ao, Peng, and 
W

ong 2012

﹈
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
れ
、
彼

は
そ
れ
を
一
種
の
「
有
効
概
念
の
構
成
」
の
定

義
方
法
と
称
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
関
係
の
強
さ

の
概
念
で
、
関
係
に
は
強
い
も
の
も
弱
い
も
の

も
あ
り
、
構
造
と
の
独
立
の
度
合
い
を
み
る
と

い
う
も
の
で
す
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
定
義
の

も
と
、
西
洋
に
もguanxi

は
あ
り
ま
す
。
た

だ
、
中
国
社
会
の
よ
う
に
重
要
で
も
な
け
れ

ば
、
普
遍
的
で
も
な
い
だ
け
で
す
。
実
は
中
国

本
土
か
ら
発
展
し
た
理
論
も
多
く
は
世
界
的
な

も
の
な
の
で
す
。
た
だ
西
洋
の
学
術
界
が
今
ま

で
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
す
。

　
中
国
に
の
み
通
用
す
る
理
論
と
い
う
の
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
の
例
え
を
あ
げ
る

と
す
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
オ
ウ
チ
と
い
う

ア
メ
リ
カ
籍
の
日
本
人
が
お
り
、
彼
が
日
本
で

Ｊ
理
論
と
い
う
一
つ
の
理
論
を
発
見
し
ま
し

た
。
そ
れ
を
後
に
ア
メ
リ
カ
人
が
見
た
と
こ

ろ
、
あ
れ
、
私
た
ち
ア
メ
リ
カ
人
も
こ
う
じ
ゃ

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
Ｚ
理
論
に
発
展
さ
せ

ま
し
た
。
Ｘ
理
論
、
Ｙ
理
論
、
Ｚ
理
論
は
管
理

学
に
お
い
て
最
も
主
要
な
仕
事
の
動
機
付
け
の

三
つ
の
理
論
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
も

と
も
と
Ｊ
理
論
と
呼
び
、
日
本
で
発
明
さ
れ
ま

し
た
。
ア
メ
リ
カ
籍
の
日
本
人
が
発
見
し
た
の

で
す
。
し
か
し
、
全
世
界
で
通
用
し
て
い
ま

す
。
お
話
し
し
た
い
の
は
、
私
た
ち
が
得
て
い

る
社
会
科
学
の
知
識
は
、
社
会
科
学
の
知
識
の

う
ち
、
ほ
ん
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
五
％
、一
〇
％
、二
〇
％
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
今
日
で
は
七
〇
〜
八
〇
％
の
理

論
は
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か

ら
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本
に
来
て
思
い
も
よ
ら
ず

一
部
を
見
つ
け
、
あ
れ
、
お
か
し
い
、
我
々
も

こ
う
だ
、
ど
う
し
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
い
つ

の
日
か
、
私
た
ち
も
同
じ
で
、
彼
ら
に
多
く
の

中
国
の
も
の
を
教
え
て
い
れ
ば
、
最
後
に
は
、

そ
う
だ
、
我
々
も
こ
う
だ
、
ど
う
し
て
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
社
会
科
学
を
決
し
て
お
ろ

そ
か
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
社
会
科
学

は
ま
だ
歩
み
出
し
た
ば
か
り
で
す
。
発
展
を
始

め
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
発
展
途
上
で
す
。
ま
だ

ま
だ
多
く
の
理
論
の
開
発
が
待
た
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
優
れ
た
本
土
研
究
は
、
必
ず

現
在
の
社
会
科
学
の
不
足
し
て
い
る
部
分
を
補

う
こ
と
が
で
き
る
世
界
的
な
知
識
な
の
で
す
。

関
係
的
“
圏
子
”
と
は 

 

│
│
複
雑
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
小
グ
ル
ー
プ

　
続
い
て
私
個
人
の
最
も
主
要
な
関
係
研
究
、

特
に
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
よ
る
関
係
研
究
に
つ
い
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て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
楊

国
枢
や
黄
光
国
な
ど
の
本
土
の
心
理
学
に
基
づ

い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
、
翟

先
生
が
す
べ
て
明
確
に
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
で
な

い
と
、
時
間
が
と
て
も
足
り
ま
せ
ん
。
次
に
私

が
行
っ
て
い
る
研
究
が
“
圏
子
”
問
題
で
す
。

な
ぜ
今
特
に
こ
れ
を
話
す
の
か
と
い
う
と
、
複

雑
シ
ス
テ
ム
の
進
展
変
化
、
あ
る
い
は
複
雑
シ

ス
テ
ム
研
究
の
理
論
を
研
究
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
は
還
元
主
義

（reductionism

）
理
論
か
ら
複
雑
シ
ス
テ
ム
の

研
究
に
発
展
さ
せ
る
に
は
、
ま
ずsocial tie

、

と
り
わ
け
信
頼
と
権
利
の
関
係
に
立
ち
返
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
ま
す

﹇G
ranovetter 2017 : C

hapter 3  and 4

﹈。
そ

れ
か
ら
さ
ら
に
何
を
追
加
す
る
か
。
ソ
ー
シ
ャ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
（network structure

）

を
追
加
し
ま
す
。
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
第
一
歩
に
は
何
を
追
加
す
る
か
。
小

グ
ル
ー
プ
（sm

all group

）
を
追
加
し
ま
す
。

小
グ
ル
ー
プ
は
ど
の
よ
う
に
結
成
さ
れ
る
か
と

い
う
と
、
西
洋
に
お
い
て
最
も
主
要
な
小
グ

ル
ー
プ
の
形
式
は
、「
ク
ラ
ブ
」
で
あ
り
、
中

国
に
お
い
て
は
“
圏
子
”
と
な
り
ま
す
﹇H
su 

1963

﹈。
続
け
て
大
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（large 

network

）、
広
範
囲
に
わ
た
る
複
雑
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
造
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
小
グ
ル
ー
プ

は
、
そ
の
構
造
の
基
本
構
成
部
分
と
な
り
ま

す
。
大
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
で
は
、
自
己
組

織
化
（self-organization

）、
つ
ま
り
一
塊
の

人
、
さ
ら
に
大
き
な
塊
の
人
が
自
ら
集
団
行
動

を
組
織
す
る
過
程
を
研
究
し
ま
す
。
そ
し
て
最

後
に
集
団
行
動
が
い
か
に
制
度
変
更
を
も
た
ら

し
、
複
雑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
進
展
変
化
を
促
す

か
を
研
究
し
ま
す
。
こ
う
し
て
初
め
て
複
雑

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
全
体
の
研
究
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
こ
う
な
る
と
皆
さ
ん
に
は
わ
か
る
と
思
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
概
念
が
ゆ
っ
く
り
と
展

開
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
先
ほ
ど
お
話
し
し

た
ど
の
概
念
も
ほ
と
ん
ど
社
会
科
学
と
自
然
科

学
の
区
別
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
内
容

の
詳
細
な
概
念
に
は
区
別
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
頑
健
性
分
析（robustness

）

で
す
が
、
社
会
科
学
の
分
野
で
も
自
然
科
学
の

分
野
で
も
ど
ち
ら
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
細

部
で
は
異
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の

研
究
に
つ
い
て
、
自
然
科
学
分
野
の
脳
神
経

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
携
わ
る
人
、
Ａ
Ｉ
に
携
わ
る

人
、
生
物
の
進
化
に
携
わ
る
人
た
ち
と
話
を
す

る
と
き
、
社
会
学
者
で
も
話
が
通
じ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
い
く
つ
か
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
が
。

　
次
に
研
究
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
が
、
中
国

人
が
“
関
係
”
の
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
す

る
と
、
そ
の
関
係
の
“
圏
子
”
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
魏
昴
徳
（A

ndy W
alder

）
は

中
国
の
小
グ
ル
ー
プ
に
は
主
従
構
造
（client-

patron

）
が
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

概
念
が
近
い
と
思
い
ま
す
。
小
グ
ル
ー
プ
に
話

が
及
び
ま
し
た
が
、
中
国
の
小
グ
ル
ー
プ
に
は

ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
私

は
す
ぐ
こ
こ
に
特
徴
が
あ
る
と
気
づ
き
ま
し

た
。
中
国
人
の
関
係
は
費
孝
通
が
あ
げ
た
“
差

序
格
局
”
の
よ
う
に
境
界
が
曖
昧
で
、
西
洋
の

小
グ
ル
ー
プ
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ
の
点
で
は

私
は
翟
先
生
に
非
常
に
共
鳴
し
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
特
に
許
烺
光
﹇H

su 1963

﹈
が
好
き
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
許
烺
光
は
西
洋
の
小
団
体
に

非
常
に
素
晴
ら
し
いclub

と
い
う
注
釈
を
し

た
か
ら
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
の
市
民
都
市
で
あ
ろ
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う
と
、
現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
協
会
で
あ
ろ

う
と
、
小
グ
ル
ー
プ
結
成
の
方
法
は
と
て
も
典

型
的
で
す
。
つ
ま
り
、
共
同
の
利
益
、
共
同
の

趣
味
が
あ
り
、
平
等
の
立
場
で
あ
り
た
い
と
い

う
個
人
が
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
て
い
ま
す
。

　
次
に
は
っ
き
り
さ
せ
る
の
が
、
メ
ン
バ
ー
か

メ
ン
バ
ー
で
な
い
か
で
す
。
メ
ン
バ
ー
は
何
か

し
ら
の
義
務
を
負
い
ま
す
が
、
何
か
し
ら
の
権

利
も
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
く
の
中
国
人

が
属
し
て
い
る
小
グ
ル
ー
プ
と
は
何
で
し
ょ
う

か
。
一
人
か
、
あ
る
時
は
一
組
の
夫
婦
、
父

子
、
あ
る
い
は
小
家
族
、
周
り
を
取
り
囲
ん
で

い
る
人
な
ど
、
い
く
つ
か
の
層
に
分
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
「
差
序
格
局
」
の
内
か
ら
外

へ
、
親
密
か
ら
疎
遠
へ
の
関
係
で
あ
り
、
主
グ

ル
ー
プ
、
圏
子
内
、
圏
子
外
と
分
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
、
な
ぜ
中
国
に
は
以
下
の
よ
う

な
“
順
口
溜
”（
韻
を
踏
ん
だ
口
調
の
よ
い
話

し
言
葉
）
が
あ
る
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　“
進
了
圏
子
有
没
有
進
班
子
，
就
還
没
有
多

少
権
力
，
你
跟
領
導
有
多
近
，
近
到
一
定
程
度

就
是
進
班
子
了
，
有
権
利
了
，
要
不
然
你
就
進

他
的
圏
子
，
也
還
是
自
己
人
，
要
不
然
你
就
圏

外
”（
圏
子
〈
親
し
い
間
柄
〉
に
入
っ
て
も
班

子
〈
主
グ
ル
ー
プ
〉
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

幾
ば
く
の
権
力
も
な
い
、
リ
ー
ダ
ー
と
の
距
離

が
、
あ
る
程
度
近
く
な
れ
ば
班
子
に
入
り
、
権

力
も
得
る
、
そ
こ
で
リ
ー
ダ
ー
の
圏
子
に
入
り

身
内
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
た
だ
圏
子
外
に
な

る
）。
他
に
は
先
ほ
ど
翟
先
生
が
特
に
、
人
が

お
互
い
に
お
だ
て
あ
う
こ
と
を
話
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
自
分
の
圏
子
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は

自
分
に
追
随
す
る
一
群
が
お
り
、
主
従
構
造
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
別
の
一
群
も
結
び
つ
き

が
強
く
、
自
分
た
ち
の
圏
子
を
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、お
互
い
に
お
だ
て
あ
っ
て
い
る

の
で
す
。

　
中
国
人
の
“
順
口
溜
”
は
と
て
も
面
白
い
で

す
。“
進
班
子
没
進
圏
子
不
過
是
在
班
子
里
頭

当
棋
子
。
進
圏
子
没
進
班
子
在
班
子
外
当
頭

子
。
進
班
子
又
進
圏
子
，
那
才
真
正
有
位
子
。

進
不
了
班
子
又
進
不
了
圏
子
到
処
就
装
孫
子
”

（
班
子
〈
主
グ
ル
ー
プ
〉
に
入
っ
て
圏
子
に

入
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
班
子
の
中
で
駒
と
し
て

扱
わ
れ
、
圏
子
に
入
っ
て
班
子
に
入
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
班
子
外
で
ボ
ス
と
な
る
。
班
子
に
も

圏
子
に
も
入
っ
て
初
め
て
地
位
を
確
立
で
き

る
。
班
子
に
も
圏
子
に
も
入
れ
な
か
っ
た
ら
お

と
な
し
く
過
ご
す
し
か
な
い
）。
そ
し
て
他
に

も
、“
進
不
了
圏
子
還
想
留
在
班
子
，
不
免
傷

脳
筋
累
身
子
，
不
在
乎
圏
子
有
班
子
，
不
是
老

子
就
是
荘
子
”（
圏
子
に
入
れ
ず
、
班
子
に
し

が
み
つ
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
頭
を
悩
ま
せ
、
体

を
損
ね
る
、
圏
子
な
ど
気
に
も
せ
ず
、
班
子
に

い
る
な
ら
ば
、
老
子
か
荘
子
に
な
る
）。

　
こ
の
（
圏
子
の
よ
う
な
）
小
グ
ル
ー
プ
は
中

国
独
自
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
時
、
英
国

の
学
者
が
私
の
話
し
た
こ
と
は
英
国
に
も
あ

る
、
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
「
国
王
の
人
馬
」

と
い
う
諺
が
あ
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
私
は
圏
子
が
職
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

作
用
す
る
か
を
説
明
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
ロ
ナ

ル
ド
・
バ
ー
ト
（R

onald Burt

）
と
の
交
流
が

始
ま
り
ま
し
た
。
初
め
て
彼
と
話
を
し
た
時
、

彼
は
と
て
も
聡
明
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
彼

と
圏
子
に
つ
い
て
語
っ
た
時
、
私
は
と
り
わ
け

ア
メ
リ
カ
で
勉
強
を
し
た
人
、
つ
ま
り
国
内
で

社
会
学
や
管
理
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
例

え
ば
英
語
を
学
ん
で
い
て
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ

の
管
理
学
研
究
所
で
勉
強
を
始
め
る
華
人
を
と

て
も
恐
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
に
圏

子
の
こ
と
を
語
っ
て
も
彼
ら
は
わ
か
ら
な
い
か
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ら
で
す
。
し
か
し
、
ロ
ナ
ル
ド
・
バ
ー
ト
は
三

十
分
も
し
な
い
う
ち
に
理
解
し
て
く
れ
ま
し

た
。
た
だ
、
そ
の
と
き
の
彼
は
、“
関
係
圏

子
”（guanxi circle

）
と
い
う
名
詞
を
あ
ま
り

使
用
し
た
く
な
い
よ
う
で
、
中
国
本
土
の
概
念

を
研
究
す
る
必
要
が
な
い
と
も
思
っ
て
い
ま
し

た
。
私
と
彼
は
当
時
共
同
で
論
文
を
書
い
て
い

る
時
、“debt circle

”
と
か
“favor debt

”（
人

情
債
圏
子
）
と
名
付
け
て
い
ま
し
た
。
彼
は
私

の
話
し
た
こ
と
を
理
解
し
、
圏
子
に
は
人
情
の

貸
し
借
り
が
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ

と
で
、“
人
情
債
圏
子
”（debt circle

）
と
名

付
け
た
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
現
在
で
は
完

全
に
“
関
係
”
の
概
念
を
受
け
入
れ
て
お
り
、

“
関
係
圏
子
”
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

そ
れ
を
一
つ
の
中
国
本
土
の
概
念
と
し
て
外
国

人
に
紹
介
す
る
つ
も
り
な
の
で
す
。

　
本
土
性
の
概
念
は
中
国
独
自
の
も
の
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
ロ
ナ
ル
ド
・
バ
ー
ト
は
、
ア
メ
リ

カ
人
に
もguanxi

は
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

彼
は
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
家
のsocial tie

（
社
会

的
つ
な
が
り
）
の
一
〇
％
はguanxi

で
あ
る

と
い
う
研
究
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
別
の
資

料
で
は
、
中
国
の
中
規
模
、
大
規
模
企
業
の
創

業
者
が
創
業
の
過
程
に
お
い
て
発
展
し
た
関
係

を
研
究
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
創
業
者
の

social tie

の
三
分
の
二
、
六
六
％
はguanxi

だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
らguanxi

と
い

う
の
は
「
あ
る
」「
な
い
」
の
問
題
で
は
な
く
、

「
多
い
」「
少
な
い
」
の
問
題
な
の
で
す
。
中
国

人
のguanxi

は
ア
メ
リ
カ
に
も
存
在
し
ま
す

が
、
中
国
は
特
に
普
遍
的
な
の
で
す
。
同
様
に

中
国
人
の
圏
子
現
象
も
ア
メ
リ
カ
に
も
存
在
し

ま
す
が
、
中
国
で
は
特
に
普
遍
的
な
の
で
す
。

先
ほ
ど
の
話
に
戻
る
と
、
中
国
はclub

が
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
西
洋
社
会
の

小
グ
ル
ー
プ
ほ
ど
普
遍
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

き
っ
と
皆
さ
ん
も
い
ろ
ん
なclub

に
参
加
し

た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
オ
フ
会

と
か
。
現
在
中
国
人
のclub

は
徐
々
に
増
加

し
、
ま
す
ま
す
流
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
社

会
の
変
遷
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
一

つ
と
て
も
重
要
な
の
は
、
中
国
は
や
は
り
圏
子

が
主
でclub

は
従
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

は
西
洋
は
ど
う
か
と
い
う
と
、club

が
主
で

す
。
圏
子
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
っ
た
ら
、
私

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
圏
子
研
究
か
ら
、
大
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造

（larger network structure

）、
そ
し
て
複
雑

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（com

plex network

）
へ
、
次

にsystem

全
体
、
最
後
に
シ
ス
テ
ム
の
進
化

（system
 evolution

）
ま
で
、
こ
の
一
連
の
流

れ
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
定
義
を
与
え
、
評
価

を
し
よ
う
と
思
い
、
こ
の
関
係
研
究
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
ま
た
ち
ょ
っ
と
先
ほ
ど
の
話
に
戻

り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
小
グ
ル
ー
プ
の
特
徴

を
踏
ま
え
て
、
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
か
。
圏
子
に
基
づ
くlarger network

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
以
下
に
発

表
し
た
論
文
を
引
用
し
ま
す
。
ベ
ン
チ
ャ
ー

キ
ャ
ピ
タ
ル
（
以
下
Ｖ
Ｃ
と
省
略
）
産
業
の
産

業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
例
に
あ
げ
、
抜
粋
し
た
も

の
で
〉
3
〈
す
。

関
係
―
圏
子
―
大
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

　
│
│
Ｖ
Ｃ
産
業
を
例
に

　
　
中
国
人
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
圏
子

は
、
あ
る
い
は
小
圏
子
と
も
言
い
ま
す
が
、

通
常
は
職
場
に
お
け
る
個
人
を
中
心
と
し
た

人
脈
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
│
│
自
分
を
中
心
と
し

た
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
発
展
し
、
往
々

に
し
て
一
人
の
中
心
人
物
（
あ
る
い
は
あ
る
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グ
ル
ー
プ
の
中
心
人
物
）
が
存
在
し
、
そ
の

中
心
人
物
（
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
メ
ン

バ
ー
）
を
含
む
疑
似
的
家
族
や
知
人
の
よ
う

な
強
い
つ
な
が
り
と
定
義
さ
れ
ま
〉
4
〈

す
﹇
羅
家

徳 2012

﹈。
Ｖ
Ｃ
産
業
に
お
い
て
、
圏
子
は

Ｖ
Ｃ
会
社
が
頻
繁
に
提
携
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー

で
形
成
さ
れ
る
提
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と

を
指
し
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
社
会
に
お
い

て
、「
差
序
格
局
」
に
よ
る
人
脈
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
﹇
費
孝
通 1998

﹈
の
構
築
を
職
場

で
の
形
に
反
映
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の

頻
繁
に
提
携
す
る
Ｖ
Ｃ
の
一
般
的
な
パ
ー
ト

ナ
ー
の
間
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
情
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
各
一
回
の
投
資
ご
と
に
、
主

投
資
者
が
お
り
、
主
投
資
者
は
投
資
計
画
を

策
定
し
た
り
し
ま
す
し
、
投
資
を
受
け
る
企

業
の
役
員
会
に
も
席
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

主
投
資
者
以
外
の
投
資
者
は
み
な
追
随
者
で

す
。
一
件
の
投
資
案
件
で
は
、
は
じ
め
の
数

段
階
は
、
往
々
に
し
て
主
投
資
者
が
誘
う
こ

と
で
、
追
随
者
が
共
同
投
資
に
加
わ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、
常
に
主
投
資
を

行
っ
て
い
る
投
資
者
に
は
、
親
疎
の
程
度
は

様
々
で
す
が
追
随
者
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
比
較
的
親
密
で
且
つ
頻
繁
に
協

力
す
る
追
随
者
は
、
そ
の
主
投
資
者
を
中
心

と
す
る
小
圏
子
を
形
成
し
ま
す
﹇
羅
家
徳
等 

2014

﹈。

　
　
当
然
、
ど
の
投
資
者
も
自
分
の
圏
子
を
作

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
多
く
の
投
資
者
は

大
き
さ
に
か
か
わ
ら
ず
み
な
圏
子
を
有
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
大
規
模
で
頻
繁
に
投
資

し
、
業
界
の
専
門
知
識
な
ど
の
特
殊
資
源
を

有
し
て
い
る
Ｖ
Ｃ
が
常
に
主
導
的
に
投
資
を

行
い
、
彼
ら
の
形
成
す
る
圏
子
だ
け
が
Ｖ
Ｃ

産
業
全
体
で
の
影
響
力
を
持
ち
ま
す
。
私
た

ち
は
そ
れ
を
「
産
業
リ
ー
ダ
ー
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
産
業
リ
ー
ダ
ー
お
よ
び
そ
の
圏
子

を
探
し
出
し
、
彼
ら
の
間
の
協
力
、
競
争
、

圏
子
の
進
展
変
化
を
観
察
す
る
こ
と
が
、
す

べ
て
の
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
を
理
解
す

る
上
で
の
重
要
な
鍵
と
な
り
ま
す
﹇
羅
家
徳

等 2018

﹈。

　
私
た
ち
は
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
い
ろ
い
ろ
な

分
析
方
法
を
用
い
て
、
ま
ず
誰
が
リ
ー
ダ
ー
か

を
探
し
出
し
、
そ
の
後
に
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
圏

子
層
を
探
し
出
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
圏
子
の

全
体
像
を
描
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
圏
子
が
形

成
さ
れ
る
行
為
パ
タ
ー
ン
を
動
的
展
開
モ
デ
ル

に
入
れ
込
み
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
資
料

が
比
較
的
そ
ろ
っ
て
き
た
の
で
、
私
た
ち
は
お

よ
そ
二
〇
〇
〇
年
の
デ
ー
タ
か
ら
計
算
を
始
め

ま
し
た
。
二
〇
〇
五
年
以
降
に
な
る
と
、
産
業

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
が
落
ち
着
い
て
き
ま
し

た
。
た
だ
、
中
国
の
Ｖ
Ｃ
産
業
界
は
ま
だ
歴
史

が
浅
い
で
す
。
結
局
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
年
か
ら

二
〇
一
六
年
ま
で
、
丸
々
一
六
年
の
資
料
を
集

め
、
一
六
枚
の
Ｖ
Ｃ
の
共
同
投
資
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
図
、
大
体
七
〇
〇
〇
あ
ま
り
の
Ｖ
Ｃ
企

業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
産
業
リ
ー
ダ
ー
は
い
か
に
し
て
自
分
の
パ
ー

ト
ナ
ー
を
選
び
、
圏
子
を
形
成
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
に
は
、
関
係
的
埋
め
込
み

（relational em
beddedness

）
と
構
造
的
埋
め

込
み
（structural em

beddedness

）
で
か
な
り

の
部
分
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
答
え
は
、
Ｖ
Ｃ
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
二
つ
が
結
び
つ
い
て
共

同
投
資
関
係
が
で
き
る
の
か
、
に
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
が
力
を
発
揮
し
ま

す
。
上
述
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
た
だ
ネ
ッ
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ト
ワ
ー
ク
関
係
性
指
標
だ
け
で
八
一
種
も
展
開

で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
指
標
の
う
ち
、
重
要
な

も
の
は
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。
研
究
者
がSBFG

（structural balance based factor graph 
m

〉
5
〈

odel

）
モ
デ
ル
で
計
算
し
、
打
ち
出
さ
れ
た

最
も
優
れ
た
七
つ
の
予
測
因
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ

上
か
ら
「
同
じ
国
」、「
共
通
の
隣
人
数
」（
共

通
の
隣
接
し
た
ノ
ー
ド
数
）、「
媒
介
中
心
性
」、

「
関
係
距
離
」、「
同
じ
財
産
権
」、「
投
資
領
域

の
数
」、「
同
じ
投
資
領
域
の
数
」
で
し
た

﹇Z
hou et al. 2016

﹈。
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
マ

イ
ニ
ン
グ
の
結
果
、
二
つ
の
指
標
の
影
響
力
が

と
て
も
大
き
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
つ

は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
指
標
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
、
二
、三
、四
位
を
占
め
て
い
ま
す
。
二
つ
目

は
類
似
性
（sim

ilarity

）
で
す
。
一
、五
、七
位

を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の

バ
イ
オ
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
は
同
じ
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
後
者
は
類
似
性
の
重
要

さ
が
そ
の
他
の
変
数
で
制
御
さ
れ
、
し
ま
い
に

は
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

﹇D
iM

aggio and Powell 1982

﹈。
こ
れ
よ
り
、

中
国
の
Ｖ
Ｃ
産
業
の
協
力
行
為
は
ア
メ
リ
カ
と

は
同
じ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
六
位

は
投
資
領
域
の
数
で
す
が
、
多
元
的
に
投
資
し

て
い
る
Ｖ
Ｃ
が
多
く
の
Ｖ
Ｃ
企
業
の
協
力
対
象

と
な
る
の
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
異
な
る
投
資
領
域
の
投
資
者
は
み
な
、
話

を
持
ち
か
け
て
い
く
か
ら
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
の
結
果
に
埋

め
込
み
理
論
（em
beddedness theory

）
を
導

入
す
る
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
協
力
行
為
が
発

生
す
る
の
か
を
説
明
で
き
ま
す
。
埋
め
込
み
理

論
に
は
、
関
係
的
埋
め
込
み
（relational 

em
beddedness

）
と
構
造
的
埋
め
込
み
（struc-

tural em
beddedness

）を
含
み
ま
す﹇Burt and 

Burzynska 2017

﹈。
ラ
ン
ジ
ェ
イ
・
グ
ラ
テ
ィ

（R
anjay G

ulati

）
は
戦
略
的
同
盟
の
研
究
に

関
係
的
埋
め
込
み
を
取
り
入
れ
、
二
つ
の
戦
略

的
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
の
協
力
の
回
数
が
増
え
れ

ば
増
え
る
ほ
ど
、
培
わ
れ
る
信
頼
性
は
向
上

し
、
協
力
に
お
け
る
暗
黙
の
了
解
度
も
高
ま
る

の
で
、
次
に
再
び
協
力
を
す
る
確
率
が
高
ま
る

と
指
摘
し
て
い
ま
す
﹇G

ulati 1999

﹈。
こ
れ

よ
り
以
下
の
仮
説
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
仮
説
１
：
二
つ
の
Ｖ
Ｃ
機
構
に
お
い
て
、
過

去
の
協
力
経
験
と
再
び
協
力
す
る
可
能
性

は
正
の
相
関
と
な
る
。

　
こ
の
仮
説
は
中
国
の
Ｖ
Ｃ
産
業
の
圏
子
現
象

の
中
で
は
、
合
理
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
一
つ

の
圏
子
の
中
心
的
Ｖ
Ｃ
に
は
特
に
緊
密
な
パ
ー

ト
ナ
ー
群
が
必
要
で
、
そ
れ
が
“
団
隊
”（
軍

団
）
で
す
。
企
業
家
が
創
業
の
過
程
に
お
い

て
、
往
々
に
し
て
機
会
が
訪
れ
た
と
き
、
有
力

な
グ
ル
ー
プ
が
迅
速
に
動
き
、
操
作
可
能
な
資

源
を
動
員
し
た
結
果
、
機
会
を
つ
か
む
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
﹇G

ranovetter 1995

﹈。
同
時

に
、
緊
密
な
グ
ル
ー
プ
は
、
不
確
定
な
環
境
の

中
で
、
内
部
の
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
監

督
作
用
に
よ
っ
て
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
低
減
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
第
三
者
の
信
頼

は
、
信
頼
で
き
る
も
の
と
し
て
、
協
力
の
取
引

コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
な
の

で
、
頻
繁
に
協
力
す
る
も
の
は
さ
ら
に
頻
繁
に

協
力
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
産
業
リ
ー
ダ
ー
の

中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
と
な
る
の
で
す
。

　
構
造
的
埋
め
込
み
と
は
、
行
動
す
る
者
の
社

会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
位
置
が
そ
の
行
動

や
行
動
の
結
果
に
影
響
を
す
る
と
い
う
こ
と
を

指
し
ま
す
。
二
つ
の
行
動
者
の
協
力
関
係
を
深

く
掘
り
下
げ
て
見
る
と
き
、
両
者
の
間
に
あ
る

相
対
的
な
構
造
的
位
置
が
及
ぼ
す
影
響
に
注
目
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す
べ
き
で
す
。
関
係
距
離
は
両
者
の
協
力
に
影

響
を
与
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
信
頼
は
伝
達
す

る
の
で
﹇Burt and K

nez 1995

﹈、
一
歩
の
距

離
は
、
直
接
協
力
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、

自
然
と
素
性
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
再
び

協
力
を
し
や
す
い
で
す
。
一
方
、
二
歩
の
距
離

は
、
友
人
の
友
人
で
す
。
友
人
の
裏
書
き
が
あ

る
の
で
、
第
三
者
は
こ
の
距
離
で
も
一
定
の
信

頼
を
し
て
い
る
の
で
、
協
力
が
得
や
す
い
の
で

す
。
ま
た
、
類
は
友
を
呼
ぶ
と
い
う
よ
う
に
、

友
人
の
友
人
で
も
類
似
性
が
結
構
あ
り
、
異
な

る
社
交
の
場
面
の
出
会
い
が
仲
介
を
経
て
直
接

的
な
関
係
に
な
る
可
能
性
も
か
な
り
高
く
、
そ

れ
ゆ
え
協
力
の
機
会
も
比
較
的
多
い
で
す

﹇G
ranovetter 1973

﹈。
距
離
が
遠
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
信
頼
の
伝
達
性
も
下
が
り
、
直
接

友
人
と
な
る
可
能
性
も
そ
れ
に
伴
い
低
く
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
二
つ
目
の
仮
説
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
仮
説
2
：
関
係
距
離
と
将
来
共
同
投
資
関
係

の
可
能
性
は
負
の
相
関
（
反
比
例
）
と
な

る
。

　
共
通
の
友
人
数
は
デ
ー
タ
が
た
た
き
出
し
た

重
要
な
要
素
（
第
二
に
重
要
）
と
な
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
信
頼
の
伝
達
力
も
距
離
に
よ
り
次
第

に
衰
え
、
三
歩
以
上
は
効
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。

友
人
の
ま
た
友
人
の
裏
書
き
が
あ
っ
て
も
、
信

頼
度
は
増
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
三

歩
以
上
の
人
が
集
ま
っ
て
直
接
知
り
合
い
に
な

る
確
率
は
、
急
激
に
下
が
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ

え
、
協
力
す
る
機
会
は
ほ
ぼ
無
い
に
等
し
い
で

す
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
な
ぜ
共
通
の
友
人
の
数

が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
信
頼
の
伝
達
性
が
高

く
な
り
、
直
接
会
う
機
会
が
増
え
、
協
力
す
る

可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
く
の
か
が
わ
か
り
ま

す
。
そ
こ
で
以
下
の
仮
説
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
仮
説
3
：
二
つ
の
Ｖ
Ｃ
間
の
距
離
が
三
歩
以

上
即
ち
共
通
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
友

人
が
い
な
け
れ
ば
、
協
力
の
可
能
性
は
大

幅
に
低
く
な
る
。

　
仮
説
2
と
仮
説
3
を
中
国
の
Ｖ
Ｃ
産
業
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
圏
子
現
象
の
中
に
置
い
て
み
る
と

わ
か
り
ま
す
が
、
不
確
定
な
環
境
に
お
い
て
、

さ
ら
に
多
く
の
投
資
の
機
会
を
得
つ
づ
け
る
に

は
、
圏
子
の
中
心
に
は
、
親
し
い
中
心
メ
ン

バ
ー
以
外
に
、
多
く
の
関
係
性
の
弱
い
つ
な
が

り
も
よ
り
多
く
接
触
す
る
機
会
が
必
要
で
す
。

そ
う
し
て
、
関
係
圏
が
緊
密
に
な
っ
た
り
緩
く

な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
資
源
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す﹇G

ranovetter 2002

﹈。

協
力
経
験
の
あ
る
い
く
つ
か
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、

こ
れ
ら
の
友
人
の
友
人
は
異
な
る
資
源
を
も
た

ら
し
て
く
れ
、
さ
ら
に
多
く
の
投
資
の
機
会
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
圏

子
に
親
し
い
中
心
的
メ
ン
バ
ー
が
お
り
、
ま
た

少
し
外
寄
り
の
人
な
ど
も
い
る
多
層
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
で
動
員
能
力
を
得
る

こ
と
も
、
よ
り
多
く
の
開
放
さ
れ
た
機
会
を
保

つ
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
﹇Luo et al. 2017

﹈。

　
あ
る
研
究
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一

〇
年
ま
で
の
二
つ
の
Ｖ
Ｃ
間
に
お
け
る
「
協
力

頻
度
」「
関
係
距
離
」
及
び
「
共
通
す
る
協
力

投
資
パ
ー
ト
ナ
ー
の
有
無
」
を
独
立
変
数
と
し

て
、
以
前
の
理
論
設
定
に
基
づ
い
た
制
御
変

数
、
例
え
ば
、
累
積
優
位
性
や
投
資
領
域
近
似

度
等
を
操
作
し
て
そ
の
二
つ
の
Ｖ
Ｃ
が
二
〇
一

一
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
の
三
年
間
に
協
力

す
る
可
能
性
を
予
測
し
た
と
こ
ろ
、
上
述
し
た

三
つ
の
仮
説
は
す
べ
て
成
立
す
る
結
果
と
な
り

ま
し
た
﹇Luo et al. 2018 ; Luo et al. 2016 ; 

羅
家
徳
等 2018

﹈。
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Ｖ
Ｃ
企
業
の
関
係
行
為
が
も
た
ら
し
た

大
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
続
出

　
上
述
の
圏
子
理
論
と
埋
め
込
み
理
論
に
よ
っ

て
推
論
さ
れ
た
因
果
モ
デ
ル
よ
り
予
測
モ
デ
ル

を
構
築
す
る
こ
と
で
、
容
易
に
そ
の
因
果
構
造

に
よ
っ
て
誰
と
誰
が
協
力
関
係
を
結
ぶ
の
か
を

推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
異
な
る
時

期
と
異
な
る
産
業
に
お
い
て
、
近
似
し
た
文
化

的
環
境
ま
で
推
論
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
導
入
で
促
進
さ
れ
た

理
論
の
重
大
な
発
展
は
主
に
複
雑
動
的
シ
ス
テ

ム
の
研
究
に
現
れ
て
い
ま
す
。
も
し
こ
の
研
究

領
域
に
入
る
の
で
あ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
進

展
変
化
の
予
測
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
理
論
の
導
入
が
な
い
状
態
で
は
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
動
的
モ
デ
ル
は
、
往
々
に
し
て
い
く
つ

か
の
基
本
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
統
計
情
報
、

例
え
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
規
模
、
成
長
率
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
密
度
な
ど
を
制
御
変
数
と
し
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
内
の
ノ
ー
ド
と
そ
の
他
の
ノ
ー
ド
を

結
ぶ
線
を
ラ
ン
ダ
ム
に
生
じ
さ
せ
、
基
本
的
な

ラ
ン
ダ
ム
グ
ラ
フ
（random

 graph

）
モ
デ
ル

を
形
成
し
ま
す
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
興
味
深

い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
統
計
情
報
、
例
え
ば
三
者
閉

合
（closed triads

）
の
数
や
成
長
率
な
ど
を
モ

デ
ル
に
載
せ
て
、
未
来
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
予

測
に
お
い
て
、
新
し
い
モ
デ
ル
が
基
本
的
な
モ

デ
ル
よ
り
正
確
度
が
ど
れ
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い

る
か
を
見
ま
す
。

　
Ｖ
Ｃ
産
業
に
は
投
資
す
る
者
と
投
資
さ
れ
る

者
が
い
ま
す
の
で
、
研
究
者
は
2
モ
ー
ド
ラ
ン

ダ
ム
グ
ラ
フ
（2 -m

ode random
 graph

）
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
﹇G

u, Luo and Liu 
2019

﹈、
実
際
の
Ｖ
Ｃ
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

お
け
る
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
計
一

四
年
一
四
期
の
投
資
に
お
い
て
一
年
目
の
二
〇

〇
〇
年
は
七
五
の
投
資
家
と
三
七
五
の
被
投
資

企
業
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
実
際
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
統
計
に
よ
る

と
、
両
者
は
、
毎
年
三
〇
％
の
成
長
率
で
規
模

を
拡
大
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
投
資
者
は
さ
ら

に
三
掛
け
る
三
の
九
種
に
分
け
ら
れ
、
投
資
頻

度
と
共
同
投
資
傾
向
で
そ
れ
ぞ
れ
高
、
中
、
低

と
分
け
ら
れ
ま
す
。
実
際
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
統

計
よ
り
、
高
頻
度
投
資
者
は
一
年
に
五
・
〇
四

七
回
（
モ
デ
ル
で
は
一
期
は
五
回
）
投
資
を
し

て
お
り
、
中
頻
度
者
は
一
年
に
〇
・
七
九
六
回

（
つ
ま
り
、
五
期
四
回
）、
低
頻
度
者
は
一
年
に

〇
・
二
六
回
（
四
期
一
回
）
投
資
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
結
果
を
得
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
制

御
変
数
が
あ
る
と
、
各
期
の
投
資
者
は
そ
の
投

資
頻
度
に
よ
っ
て
ラ
ン
ダ
ム
に
投
資
を
行
い
、

二
人
の
投
資
者
が
同
時
に
一
人
の
被
投
資
者
に

投
資
を
し
た
時
、
そ
れ
が
共
同
投
資
と
な
り
、

こ
の
よ
う
な
共
同
投
資
が
積
み
重
な
っ
て
い
く

と
全
産
業
の
共
同
投
資
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な

り
、
基
本
的
モ
デ
ル
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
モ

デ
ル
1
で
す
。

　
圏
子
理
論
と
埋
め
込
み
理
論
を
モ
デ
ル
に
載

せ
る
と
、
ま
ず
投
資
は
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
く
な

り
、
主
投
資
者
が
追
従
者
を
共
同
投
資
に
誘
い

ま
す
が
、
上
述
の
仮
説
1
、2
、3
の
行
為
に
基

づ
い
て
、
特
定
の
対
象
を
誘
い
ま
す
。
ま
た
、

三
種
の
投
資
者
は
共
同
投
資
傾
向
の
高
中
低
に

よ
り
、
共
同
投
資
傾
向
の
高
い
も
の
は
、
十
回

の
投
資
の
う
ち
九
回
は
人
を
誘
っ
て
共
同
投
資

を
行
っ
て
い
ま
す
。
中
傾
向
の
も
の
は
五
回
の

う
ち
三
回
は
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー
が
お
り
、
低
傾

向
の
も
の
は
五
回
の
う
ち
一
回
し
か
協
力
者
を

誘
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
よ
り
各
一
期
の
模



実際のネットワーク ランダムネットワーク（モデル１）

関係的埋め込み（モデル２） 構造的埋め込み（モデル３）

図１　マクロ層ネットワーク指標──度分布の比較

注：各図の横軸はノードの度数、縦軸はその度数のノードの数
出所：Gu et al.［2019］より転載。

表１　ミクロ層ネットワーク指標の比較

モデル 実際の 
ネットワーク

ランダムネット
ワーク（モデル１）

構造的埋め込み 
（モデル３）

関係的埋め込み 
（モデル２）

7668 634 7497 5435

633815 14642 552436 7939

0 551 0 0

58765 127 53265 22518

10258 50 9110 5912

出所：Gu et al.［2019］．
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擬
統
計
は
二
段
階
に
分
か
れ
ま

す
。
一
つ
は
投
資
者
が
ラ
ン
ダ

ム
に
被
投
資
者
に
投
資
を
す
る

も
の
で
、
も
う
一
つ
は
、
主
投

資
者
が
前
述
の
規
則
に
基
づ
い

て
そ
の
他
の
投
資
者
を
募
り
共

同
投
資
を
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
仮
説
1
の
関
係
的
埋
め
込

み
理
論
に
よ
る
と
、
過
去
協
力

し
た
頻
度
が
高
け
れ
ば
将
来
再

び
協
力
す
る
確
率
も
高
く
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
モ
デ
ル
2
で

す
。

　
モ
デ
ル
3
は
、
構
造
的
埋
め

込
み
の
仮
説
2
と
仮
説
3
を
加

味
し
た
も
の
で
す
、
三
歩
以
上

の
距
離
が
あ
る
場
合
の
協
力
確

率
は
ゼ
ロ
と
し
、
距
離
が
二
歩

の
も
の
は
直
接
的
関
係
が
あ
る

も
の
よ
り
低
く
、
直
接
的
関
係

が
あ
る
も
の
は
仮
説
1
に
基
づ

き
確
率
関
数
を
設
定
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
モ
デ
ル
3
で
す
。

研
究
者
は
一
四
期
の
模
擬
モ
デ



図２　エリートクラブ式スモールワールド・ネットワーク
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ル
を
作
成
し
、
最
後
に
累
積
さ
れ
た
実
際
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
比
較
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

結
果
は
明
確
で
し
た
。
マ
ク
ロ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

指
標
に
お
い
て
、
図
1
が
示
す
よ
う
に
、
す
べ

て
の
Ｖ
Ｃ
の
度
分
布
は
、
モ
デ
ル
2
と
モ
デ
ル

3
は
明
ら
か
に
モ
デ
ル
1
よ
り
も
優
れ
て
い
ま

し
た
。
つ
ま
り
関
係
的
埋
め
込
み
モ
デ
ル
と
関

係
的
埋
め
込
み
と
構
造
的
埋
め
込
み
を
含
め
た

モ
デ
ル
が
ラ
ン
ダ
ム
モ
デ
ル
よ
り
も
明
ら
か
に

実
際
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
近
か
っ
た
の
で
す
。

ま
た
モ
デ
ル
3
は
モ
デ
ル
2
よ
り
も
フ
ィ
ッ

テ
ィ
ン
グ
（
当
て
は
め
）
度
が
さ
ら
に
良
か
っ

た
で
す
。

　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ミ
ク
ロ
層
に
お
い
て
、
す

べ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
チ
ー
フ
の
統
計
数
を

比
較
し
て
み
る
と
、
基
本
モ
デ
ル
の
予
測
能
力

は
み
な
劣
っ
て
お
り
、
モ
デ
ル
2
と
モ
デ
ル
3

は
大
幅
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
予
測
能
力
を

改
善
し
て
い
ま
す
（
表
１
）。
つ
ま
り
、
関
係

的
埋
め
込
み
モ
デ
ル
や
関
係
的
埋
め
込
み
と
構

造
的
埋
め
込
み
を
含
め
た
モ
デ
ル
が
予
測
し
た

各
種
モ
チ
ー
フ
の
数
は
明
ら
か
に
ラ
ン
ダ
ム
モ

デ
ル
の
予
測
値
よ
り
も
正
確
で
す
。
そ
し
て
モ

デ
ル
3
は
モ
デ
ル
2
よ
り
も
よ
い
結
果
を
出
し

て
い
ま
す
﹇G

u et al. 2019

﹈。

　
簡
単
に
総
括
し
て
み
る
と
、
た
だ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
統
計
情
報
の
み
を
モ
デ
ル
の
予
測
値
と

し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
動
的
展
開
を
予
測
し
て

も
、
結
果
は
あ
ま
り
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
理
論
を
加
え
る
こ
と
で
そ
の
予
測
正
確
度
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
の
例
が
示
し
た

よ
う
に
、
圏
子
理
論
と
埋
め
込
み
理
論
が
加
わ

る
こ
と
で
、
Ｖ
Ｃ
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開

に
対
す
る
予
測
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
2
や
モ
デ

ル
3
は
、
た
だ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
統
計
情
報
だ
け

の
モ
デ
ル
1
よ
り
も
遥
か
に
正
確
で
す
。

　
中
国
人
が
好
む
協
力
行
為
の
根
底
に
は
、
図

２
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
が
あ
り
ま

す
。

　
少
し
説
明
を
す
る
と
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
造
は
、
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ
式
ス
モ
ー
ル
ワ
ー

ル
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
ま

で
は
西
洋
の
理
論
と
何
の
違
い
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

は
、
ダ
ン
カ
ン
・
ワ
ッ
ツ
（D

uncan W
atts

）

の
理
論
で
す
。
ど
ん
な
理
論
か
と
い
う
と
、
私

た
ち
の
大
多
数
は
み
な
自
分
の
小
さ
な
圏
子
の

中
で
生
活
す
る
こ
と
を
好
み
、
そ
の
小
さ
い
圏

子
を
元
々
は
洞
穴
（cave

）
と
呼
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
小
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
で
、
ど
の
よ

う
な
方
法
で
結
び
つ
い
た
の
か
、
圏
子
で
あ
れ

club

で
あ
れ
、
ま
た
す
で
に
形
成
さ
れ
た
組
織

で
あ
れ
、
洞
穴
と
呼
び
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の

人
は
自
分
が
洞
穴
で
生
活
す
る
こ
と
を
好
み
、

類
は
友
を
呼
ぶ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
一
見
無

関
係
に
見
え
る
関
係
が
な
ぜ
か
友
人
の
友
人
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だ
っ
た
り
し
て
、
思
わ
ず
「
世
の
中
は
狭
い
」

と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
例
え
ば
、
薛
先
生
が

翟
先
生
か
ら
僕
が
翟
先
生
の
友
達
だ
と
い
う
こ

と
を
聞
き
、
紹
介
を
経
て
す
ぐ
に
知
り
合
い
に

な
り
ま
し
た
。
遠
く
離
れ
た
日
本
と
中
国
で
知

り
合
っ
た
の
で
す
。
た
っ
た
二
歩
の
関
係
で
す

の
で
、
ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
と
呼
び
ま
す
。
そ

し
て
、
ワ
ッ
ツ
は
洞
穴
と
洞
穴
の
間
に
は
多
く

のlong distance bridge

が
あ
り
、
つ
ま
り
長

い
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
長
い
橋
は
往
々
に
し
て
多
く

の
人
が
相
互
に
つ
な
が
る
大
中
枢
で
あ
り
、
そ

れ
が
一
つ
と
な
り
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ
を
形
成
し

ま
す
。
で
す
の
で
、
す
べ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
造
は
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ
型
ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル

ド
な
の
で
す
。

　
中
国
の
Ｖ
Ｃ
産
業
は
ま
た
特
別
で
、
往
々
に

し
て
産
業
リ
ー
ダ
ー
が
こ
の
長
い
橋
の
役
割
を

担
い
ま
す
。
図
２
が
示
す
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
に

は
追
随
者
が
お
り
、
圏
子
を
形
成
し
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
追
随
者
は
外
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど

「
境
界
を
越
え
る
」
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
圏

子
の
リ
ー
ダ
ー
が
橋
と
な
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら

の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
緊
密
に
相
互
に
つ
な
が
る

こ
と
で
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ
が
形
成
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
統
計
は
こ
の
よ
う
な

表
現
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
密
度
は
全
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
密
度
の
一
二
五
倍
で
、
す
べ
て
の
圏
子
内
の

密
度
の
平
均
値
は
全
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
密
度

の
二
五
倍
で
す
。
動
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
模
擬

モ
デ
ル
は
こ
の
よ
う
な
構
造
展
開
の
過
程
を
効

果
的
に
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
圏
子
理
論
、
関
係
的
埋
め
込
み
、
構

造
的
埋
め
込
み
な
ど
を
取
り
入
れ
て
構
築
し
た

モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
産
業
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
造
の
出
現
要
素
を
効
果
的
に
説
明
で

き
る
の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
複
雑
シ
ス
テ
ム
の
観
点
に
基
づ

く
関
係
研
究
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説
明
し

て
き
ま
し
た
。
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
が
強
調
す

る
反
還
元
主
義
の
理
論
構
築
に
は
、
関
係
の
研

究
が
必
要
で
す
。
信
頼
や
権
力
関
係
か
ら
始

め
、
小
グ
ル
ー
プ
を
分
析
し
ま
し
た
。
そ
し
て

中
国
に
お
い
て
最
も
代
表
的
な
小
グ
ル
ー
プ
の

形
式
が
“
圏
子
”
で
し
た
。
そ
の
後
、
小
グ

ル
ー
プ
を
基
礎
と
す
る
大
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

造
を
研
究
し
、
最
後
に
構
造
の
進
展
変
化
及
び

複
雑
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
構
造
と
行
動
の
共
同

進
化
を
見
て
き
ま
し
た
。
Ｖ
Ｃ
産
業
の
例
が
示

し
て
い
ま
す
が
、
翟
先
生
の
本
土
社
会
学
定
義

の
“
関
係
”
や
ロ
ナ
ル
ド
・
バ
ー
ト
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
社
会
学
定
義
の
“
関
係
”
を
含
む
中
国

人
の
“
関
係
”
か
ら
、
関
係
“
圏
子
”、
つ
ま

り
Ｖ
Ｃ
産
業
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
が
一
群
の
追

随
者
を
率
い
て
形
成
さ
れ
る
小
グ
ル
ー
プ
、
そ

し
て
次
に
、
例
え
ば
私
た
ち
が
示
し
た
関
係
的

埋
め
込
み
や
構
造
的
埋
め
込
み
の
よ
う
な
圏
子

形
成
の
要
因
、
そ
し
て
最
後
に
、
モ
デ
ル
3
の

よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
動
的
モ
デ
ル
に
至
る
ま

で
、
複
雑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
進
化
の
軌
跡
を
見
る

こ
と
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
が
複
雑
シ
ス
テ
ム
視
点
に
お
け
る
関
係

研
究
で
す
。

＊

＊

＊
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薛
　
先
生
方
、
素
晴
ら
し
い
ご
講
演
を
し
て
い

た
だ
き
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
翟
先
生
に
は
、
本
土
研
究
と
い
う
観
点
か

ら
、“
関
係
”
研
究
の
歴
史
と
四
つ
の
重
要
な

考
え
方
を
紹
介
、
評
価
を
し
、
そ
こ
か
ら
中
国

人
の
人
情
や
面
子
を
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
中
国
文
化
と
い
う
“
情

境
”（
文
脈
）
の
中
、
中
国
人
の
“
関
係
”
を

理
解
す
る
上
で
の
理
論
的
枠
組
み
と
な
り
ま

す
。
羅
先
生
は
、“
関
係
”
と
い
う
中
国
の
概

念
が
持
つ
普
遍
性
を
追
求
し
、
そ
の
“
関
係
”

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
“
圏
子
”
の
概
念
を
経

済
学
に
持
ち
込
み
、
複
雑
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

“
圏
子
”
理
論
と
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
よ
り
、
ベ

ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
産
業
を
例
に
、
そ
の
投

資
提
携
の
動
向
を
分
析
し
、
さ
ら
に
は
予
測
ま

で
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私
は

そ
の
方
面
で
は
素
人
で
す
の
で
、
お
そ
ら
く
そ

れ
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
質
問
を
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
い
へ
ん
新
鮮
で

素
人
な
り
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
翟

先
生
が
先
ほ
ど
話
さ
れ
た
「
人
情
」
と
「
面

子
」
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
と
、「
人
情
」
と

い
う
言
葉
は
日
本
語
に
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本

語
の
〈
人
情
〉
は
、
そ
の
多
く
は
「
人
情
味
が

あ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
翟
先
生
が
話
さ
れ
た
「
人
情
」
と
は
実

は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
そ
し

て
「
面
子
」
に
つ
い
て
も
、
日
本
語
に
も
同
じ

漢
字
を
書
く
〈
面
子
〉
が
あ
り
ま
す
が
、
中
国

語
の
発
音
で
「
メ
ン
ツ
」
と
読
み
ま
す
。
そ
こ

か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
「
面
子
」
と
い
う
の

は
中
国
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ

れ
は
す
で
に
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
言
葉
の
本
当
に
意
味
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
つ
い
て
は
、
翟
先
生
の
研
究
を
通
じ
て
さ

ら
に
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、“
圏
子
”
に
つ
い
て
で
す
が
、
羅
先
生
の

お
話
を
聞
く
ま
で
、
私
の
理
解
は
費
孝
通
が
掲

げ
た
「
差
序
格
局
」
の
水
面
の
波
紋
で
留
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
理
論
の
解
釈

は
現
在
の
中
国
で
も
依
然
と
し
て
有
効
で
、
本

土
文
化
の
基
礎
で
す
。
羅
先
生
は
圏
子
と
西
洋

社
会
学
理
論
を
相
互
に
結
び
付
け
て
、
現
代
社

会
の
人
間
関
係
、
こ
と
に
企
業
活
動
に
お
け
る

関
係
“
圏
子
”
の
営
み
の
分
析
に
用
い
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
れ
か
ら
質
疑
応
答
に
移
り
ま
す
。

皆
さ
ん
ど
う
ぞ
ご
質
問
く
だ
さ
い
。
ま
た
お
二

人
の
先
生
も
補
足
説
明
な
ど
が
あ
れ
ば
ど
う
ぞ

お
話
し
く
だ
さ
い
。

羅
　
で
は
、
私
が
少
し
お
答
え
し
ま
し
ょ
う
。

“
圏
子
”
と
い
う
の
は
、
実
は
私
た
ち
中
国
人

が
よ
く
使
う
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

圏
子
に
も
い
く
つ
か
の
概
念
が
あ
り
ま
す
。
ま

ず
、
私
た
ち
が
よ
く
使
う
社
会
生
活
を
過
ご
す

際
の
圏
子
で
す
が
、
こ
の
概
念
は
「
君
は
“
清

華
幇
”（
清
華
大
学
グ
ル
ー
プ
）
だ
ね
」
と
い

う
も
の
に
似
て
お
り
、com

m
unity

の
概
念
に

近
い
で
す
。
こ
れ
は
小
グ
ル
ー
プ
（sm

all 
group

）
の
概
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
人

の
言
葉
の
意
味
を
西
洋
の
も
の
と
完
全
に
対
応

さ
せ
よ
う
と
し
て
、
理
論
上
の
概
念

（concept

）
に
変
え
て
も
、
必
ず
面
倒
な
こ
と

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
言
葉
の
意

味
は
直
接
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
一
つ
のconcept

に
一
旦
置
き
換
え
て
、

定
義
ま
で
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
本
来
の
も

の
と
は
か
け
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら

私
は
文
章
を
書
く
際
に
は
特
に
明
記
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
（
先
ほ
ど
話
し
た
）

圏
子
は
小
さ
な
圏
子
を
指
し
ま
す
が
、
ま
ず
、
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そ
れ
は
ま
た
小
グ
ル
ー
プ
の
概
念
に
も
相
当
し

ま
す
。
そ
し
て
、
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
こ
の
小

さ
な
圏
子
は
ま
た
重
要
な
特
質
を
持
っ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
企
業
内
の
張
支
配
人
の
圏
子
、

李
取
締
役
の
圏
子
な
ど
が
そ
れ
で
す
。
Ｖ
Ｃ
産

業
界
で
は
、
好
き
な
よ
う
に
何
々
系
（
グ
ル
ー

プ
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
湧
金
系
、
騰

訊
（Tencent

）
系
、
阿
里
（A

libaba

）
系
な

ど
で
す
。

　
西
洋
で
こ
れ
に
最
も
近
い
概
念
をaction 

set

と
呼
び
ま
す
。action set

と
は
短
期
間
の

人
々
の
集
ま
り
で
、
一
人
の
人
間
を
中
心
に
人

が
集
ま
る
と
い
う
南
米
人
に
よ
る
概
念
で
す
。

こ
れ
は
台
湾
で
と
て
も
流
行
り
ま
し
た
。
選
挙

の
時
、
動
員
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
動
員
す

る
た
め
に
み
な
が
コ
ネ
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
で
し
ょ
う
。
一
塊
の
人
々
が
一
人
の
中

心
人
物
の
周
り
で
一
つ
のaction

の
た
め
に
、

つ
ま
り
選
挙
の
た
め
に
動
き
ま
す
。
そ
し
て
選

挙
が
終
わ
っ
た
ら
こ
のaction set

も
終
わ
る

よ
う
で
す
。
台
湾
の
言
葉
で
“
樁
脚
”
と
呼

び
、
中
国
人
の
圏
子
も
こ
れ
に
類
似
し
て
い
ま

す
。
ま
ず
、
類
似
す
る
一
つ
目
の
点
は
、
一
人

を
中
心
と
し
、
つ
ま
り
候
補
者
を
中
心
と
し
ま

す
。
そ
し
て
集
団
の
利
益
の
た
め
に
、
一
連
の

行
動
を
と
る
で
し
ょ
う
。
類
似
す
る
二
つ
目
の

点
は
、
境
界
が
不
明
確
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど

翟
先
生
が
特
に
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
中
国
の
圏

子
の
中
で
は
誰
が
圏
子
内
で
誰
が
圏
子
外
か
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
あ
り
、
み
な
は
っ
き

り
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
境
界
（boundary

）

が
と
て
も
曖
昧
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
圏
子
に

と
て
も
似
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
圏
子
が

action set

の
概
念
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
中

国
人
は
一
つ
の
圏
子
が
存
在
す
る
と
ほ
ぼ
一
生

続
き
、
期
間
も
相
当
長
い
で
す
が
、
西
洋
の

action set

は
一
つ
のaction

の
た
め
な
の
で
、

action

が
終
わ
れ
ば
、action set

も
終
わ
り
ま

す
。
こ
こ
は
最
も
大
き
な
違
い
で
す
。
で
す
か

ら
、“
関
係
圏
子
”（guanxi circle

）
と
い
う

概
念
は
最
も
初
期
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
そ

れ
自
身
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ

か
ら
、
圏
子
が
ど
の
よ
う
に
派
生
し
、
巨
大
な

複
雑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
に
な
っ
て
い
く
か
、

そ
し
て
構
造
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
な
要
素
が

あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

薛
　
翟
先
生
、
何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。

翟
　
引
き
続
き
、
関
係
圏
子
と
小
グ
ル
ー
プ
に

は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
か
を
お

聞
き
し
た
い
で
す
。

羅
　
Ｏ
Ｋ
、
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
今
か
ら

翟
先
生
に
質
問
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
逆
に
翟
先
生
か
ら
質
問
を
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
や
は
り
話
す
と
な
る
と
、
構
造
的

な
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

最
も
単
純
な
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
小
グ

ル
ー
プ
、
つ
ま
りsm

all group

と
い
う
概
念

で
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
分
析
を
す
る
際
、

私
た
ち
はclique

（
派
閥
）、club

（
ク
ラ
ブ
）、

com
ponent

（
構
成
要
素
）
な
ど
の
指
標
を
掲

げ
ま
す
。
そ
れ
ら
を
み
なsm

all group

と
呼

び
ま
す
。
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
の
著
書
『
社
会

と
経
済
』
で
は
、
は
じ
め
に
関
係
に
つ
い
て
述

べ
、
次
に
小
グ
ル
ー
プ
、sm

all group

に
つ
い

て
述
べ
て
い
ま
す
。
で
はsm

all group

は
西

洋
で
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
る
で
し
ょ
う

か
。
み
な
必
ず
境
界
が
明
確
で
す
。
で
す
か
ら

最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
はcom

 po nent

で

す
。com

ponent

は
一
定
の
計
算
を
行
っ
た

後
、
例
え
ば
一
五
人
が
一
塊
に
な
っ
て
、
他
の

人
と
一
つ
の
つ
な
が
り
も
な
い
場
合
、
一
般
的

に
は
す
べ
て
の
構
造
の
中
で
は
非
常
に
探
し
に
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く
い
で
す
。
他
に
も
多
く
の
計
算
方
法
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
λ（
ラ
ム
ダ
）set

で
す
。
つ

ま
り
、
小
グ
ル
ー
プ
の
内
部
密
度
が
外
部
に
対

し
て
非
常
に
密
で
、
あ
る
一
定
の
密
度
に
な
っ

た
時
に
、
一
つ
の
閾
値
を
与
え
ま
す
。
そ
し

て
、
外
部
へ
の
つ
な
が
り
の
緩
い
度
合
い
と
内

部
の
つ
な
が
り
の
密
な
度
合
い
と
を
段
階
的
に

比
較
を
し
、
閾
値
を
超
え
た
も
の
を
、action

グ
ル
ー
プ
と
呼
び
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

計
算
方
法
は
み
な
同
じ
概
念
で
す
。
こ
れ
が
西

洋
の
小
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
定
義
で
す
。

　
で
は
、
私
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
少
し

厄
介
で
す
。
ま
ず
、
圏
子
は
そ
の
中
心
を
探
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
圏
子
は
彼
／
彼
女
を

取
り
巻
く
個
人
の
人
脈
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
形
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
そ
の
圏
子
の
メ
ン

バ
ー
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
は
そ

の
圏
子
層
は
ど
の
層
ま
で
で
し
ょ
う
か
。
Ｖ
Ｃ

産
業
に
お
い
て
第
二
層
は
第
一
層
と
か
な
り
異

な
り
、
最
も
外
側
の
層
で
は
相
互
に
探
り
を
入

れ
て
い
る
状
態
で
す
。
第
二
層
は
、
産
業
リ
ー

ダ
ー
の
圏
子
に
入
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
第
三
層
の
行
為
は
“
熟
人
”（
知
人
）
の

行
為
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
第
三
層
と
第
四
層

の
行
為
は
、
そ
の
差
が
と
て
も
大
き
い
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
最
も
親
密
な
第
四

層
は
、
将
来
、
二
つ
の
Ｖ
Ｃ
で
毎
回
ほ
ぼ
一
緒

に
共
同
投
資
を
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
す
。

　
圏
子
の
計
算
方
法
に
お
い
て
非
常
に
明
確
な

の
は
、
ま
ず
、
そ
の
中
心
を
探
し
、
次
に
そ
の

中
心
か
ら
数
層
に
わ
た
る
圏
子
層
を
探
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
圏
子
層
は
曖

昧
性
が
あ
る
の
で
、
工
夫
を
凝
ら
し
異
な
る
環

境
の
中
で
異
な
る
定
義
を
し
、
異
な
る
計
算
方

法
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

質
問
者
１
　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
中

国
法
政
大
学
商
学
院
の
王
玲
と
い
い
ま
す
。
ま

ず
、
薛
先
生
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
学
術

座
談
会
を
企
画
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
日
お
二
人
の
教
授
の

お
話
を
聞
き
、
感
じ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
先
ほ
ど
翟
先
生
と
羅

先
生
が
話
さ
れ
た
中
国
の
本
土
研
究
で
す
。
実

際
、
私
も
お
二
人
の
先
生
方
に
こ
の
使
命
感
を

窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
私

た
ち
は
西
洋
式
の
訓
練
を
受
け
て
い
る
た
め
、

翟
先
生
が
話
さ
れ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
お
そ

ら
く
西
洋
の
理
論
に
基
づ
い
て
中
国
の
デ
ー
タ

を
用
い
て
、
経
験
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
そ
の
方
が
早
い
し
、
比
較
も
で
き
る
か

ら
で
す
。
つ
ま
り
西
洋
理
論
を
用
い
る
過
程
に

お
い
て
、
中
国
の
デ
ー
タ
と
は
ず
れ
が
生
じ
る

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
ず
れ
の
原
因
を
追
及
し

て
い
く
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
私
た
ち
の
研

究
の
考
え
方
で
し
た
が
、
今
日
、
お
二
人
の
先

生
方
が
私
に
新
し
い
窓
を
開
い
て
く
れ
ま
し

た
。
お
話
の
中
の
多
く
の
事
象
は
中
国
の
視

点
、
文
化
か
ら
思
考
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
と
て
も
大
き
な
収
穫
で
す
。

お
二
人
の
先
生
方
、
新
し
い
窓
を
開
い
て
く
れ

て
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
機
会
を
設
け
て
く
れ

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
し
て
二
つ
目
で
す
が
、
先
ほ
ど
お
二
人
の

先
生
方
の
話
を
聞
い
て
、
今
ま
で
持
っ
て
い
た

知
識
に
新
し
い
認
識
が
加
わ
り
ま
し
た
。
例
え

ば
、
先
ほ
ど
の
構
造
理
論
で
す
が
、
私
た
ち
が

企
業
の
管
理
構
造
を
研
究
す
る
場
合
、
あ
る
グ

ル
ー
プ
会
社
の
下
に
は
多
く
の
子
会
社
が
あ

り
、
子
会
社
が
上
場
す
る
と
、
取
締
役
会
を
設

け
ま
す
。
そ
し
て
取
締
役
会
の
取
締
役
を
ど
の

よ
う
に
置
く
か
で
す
が
、
お
そ
ら
く
先
ほ
ど
先



36

生
が
お
話
し
さ
れ
た
圏
子
と
い
う
概
念
、
即
ち

自
分
の
圏
子
の
中
か
ら
数
人
を
子
会
社
の
取
締

役
に
置
く
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
私
た
ち
は
規
則

や
制
約
と
い
う
角
度
か
ら
認
識
し
が
ち
で
し
た

が
、
今
日
先
生
の
お
話
を
聞
き
、
新
し
い
認
識

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
三
つ
目
で
す
が
、
私
は
も
と
も
と
工

業
工
学
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、

管
理
学
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
の
研

究
領
域
は
知
識
労
働
者
、
特
に
技
術
を
扱
う
一

群
で
す
。
そ
こ
で
お
二
人
の
先
生
に
お
聞
き
し

た
い
の
で
す
が
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
よ
う
な
一
群

は
と
て
も
独
特
で
、
私
た
ち
の
よ
う
な
社
会
科

学
を
や
っ
て
い
る
者
と
異
な
り
ま
す
。
彼
ら
の

多
く
の
論
理
や
思
考
は
、
お
そ
ら
く
西
洋
の
、

先
ほ
ど
お
二
人
の
先
生
が
話
さ
れ
たclub

と

い
う
概
念
に
と
て
も
近
い
で
す
。
ま
た
性
格
に

つ
い
て
言
え
ば
、
さ
ら
に
朴
訥
で
、
人
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
り
、
交
際
を
し

た
り
す
る
の
が
得
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

よ
う
な
特
殊
な
一
群
を
、
ご
自
身
の
研
究
の
中

で
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

翟
　
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
き
っ
と
羅
先
生
が
お

答
え
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
一
般
的
に

は
本
土
研
究
に
お
け
る
“
関
係
”
の
問
題
の
場

合
に
は
、
あ
な
た
の
よ
う
な
方
法
に
基
づ
い
て

区
別
し
た
り
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
あ
る
職
業

の
人
の
関
係
は
ど
う
で
、
職
業
の
特
有
性
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
と
い
う
よ
う

な
言
い
方
は
し
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
は
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
し
な
い
の
で
、
あ
な
た
が
こ
の

よ
う
に
質
問
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た

が
関
心
を
寄
せ
て
い
る
問
題
の
よ
う
で
す
ね
。

し
か
し
、
職
業
が
異
な
る
ど
の
人
も
、
大
き
な

関
係
の
概
念
の
中
で
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
私
た
ち
の
よ
う
に
西
洋
の
教
育
を
受

け
た
大
学
教
授
は
、
あ
な
た
が
話
し
た
よ
う
に

人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
ま
す
か
。

ま
た
、
九
〇
年
代
生
ま
れ
、
九
〇
年
代
後
半
生

ま
れ
の
人
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
やW

eC
hat

の

影
響
を
う
け
て
い
ま
す
が
、
あ
な
た
が
話
し
た

よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
ま
す

か
。
こ
の
よ
う
に
問
題
が
大
き
く
な
っ
て
い
き

ま
す
。
あ
な
た
は
そ
の
中
か
ら
観
察
し
た
も
の

を
一
つ
取
り
出
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は

考
え
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
答
え
る
の
は
難
し

い
で
す
。

羅
　
私
の
考
え
で
す
が
、
こ
の
問
題
は
あ
な
た

が
自
分
で
回
答
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
の
問
題
に
非
常
に

興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
な
た
の
生

涯
の
学
術
成
果
が
こ
れ
に
変
わ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
私
と
翟
先
生
は
中
国
の
本
土
化
の
研
究

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
そ
の
理
論
は
、
あ

る
も
の
は
大
き
く
学
科
を
超
え
、
自
然
科
学
で

も
社
会
科
学
で
も
通
用
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
複
雑
科
学
の
一
部
、
す
べ
て
で
は
な
い
の

で
す
が
、
そ
の
概
念
と
理
論
は
文
理
共
通
で

す
。
あ
る
理
論
は
社
会
科
学
の
中
に
あ
り
、
文

化
を
超
え
共
有
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
多
く

の
本
土
研
究
も
や
は
り
そ
う
で
、
中
国
独
自
の

理
論
は
ほ
ん
の
少
数
だ
け
で
す
。
私
た
ち
の
研

究
の
中
で
、
私
た
ち
の
“
関
係
”“
圏
子
”
は

特
に
ア
メ
リ
カ
を
代
表
と
す
る
西
洋
文
化
と
ど

こ
が
異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
西
洋
と
言
っ
て
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の

差
は
と
て
も
大
き
い
で
す
。
皆
さ
ん
、
イ
タ
リ

ア
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
彼
ら
は
中
国

人
っ
ぽ
い
で
す
か
、
ア
メ
リ
カ
人
っ
ぽ
い
で
す

か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
冗
談
で
言
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
つ
ま
り
西
洋
と
呼
ん
で
は
い
け
な
い
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と
い
う
こ
と
で
す
。
西
洋
が
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
東
洋
は
も
っ
と
大
雑
把
で
す
。
イ
ン
ド
と

中
東
は
み
な
東
洋
に
属
し
ま
す
。
私
た
ち
と
ど

こ
が
似
て
い
ま
す
か
。
あ
る
い
は
、
東
ア
ジ
ア

文
化
と
い
え
ば
ま
だ
ま
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
日
本
と
中
国
に
は
か
な
り
多
く
の
差
が

あ
る
と
私
は
声
を
大
き
く
し
て
言
え
ま
す
。

　
私
た
ち
は
共
通
の
理
論
を
排
除
し
て
い
ま
す

が
、
外
へ
排
除
す
る
の
で
は
な
く
消
去
法
で
そ

の
共
通
の
理
論
の
中
で
そ
の
系
統
の
末
端
に

至
っ
た
時
に
掘
り
下
げ
て
い
く
の
で
す
。
例
え

ば
、
複
雑
科
学
の
中
の
フ
ラ
ク
タ
ル
理
論
は
ど

の
学
科
に
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
社
会
科
学
で

の
現
れ
方
と
自
然
科
学
で
の
現
れ
方
は
少
し
異

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
化
と
あ
の
文
化

は
ど
こ
が
異
な
る
の
か
、
中
国
の
関
係
、
圏
子

と
ア
メ
リ
カ
の
社
会
連
帯
及
び
ク
ラ
ブ
は
ど
う

違
う
の
か
。
ま
た
、
あ
な
た
が
今
話
し
た
エ
ン

ジ
ニ
ア
を
代
表
と
す
る
一
群
の
下
位
文
化
と
、

例
え
ば
経
営
者
の
下
位
文
化
は
ど
の
よ
う
に
違

う
か
。
こ
れ
は
考
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

例
を
一
つ
あ
げ
ま
す
と
、
私
た
ち
は
ビ
ッ
グ

デ
ー
タ
の
行
動
法
則
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
エ

ン
ジ
ニ
ア
の
移
動
軌
跡
は
必
ず
二
点
一
線
か
三

点
二
線
で
す
。
企
業
家
は
必
ず
多
点
多
線
で
、

そ
れ
も
外
に
伸
び
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
エ

ン
ジ
ニ
ア
に
は
確
か
に
異
な
る
生
活
方
式
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
彼
ら
が
関
係
を
発
展

さ
せ
る
時
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
れ
は
私
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
、
今
、
皆
が
熱
中
し
て
い
る
の
は
九
〇
年
代

後
半
世
代
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の

か
、
彼
ら
の
関
係
や
圏
子
の
営
み
に
私
た
ち
と

ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
議
論
す
る
こ
と
で

す
が
、
そ
れ
は
短
絡
的
に
年
齢
層
で
派
生
し
た

下
位
文
化
と
い
う
結
論
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

異
な
る
民
族
集
団
、
異
な
る
文
化
ひ
い
て
は
自

然
現
象
と
社
会
現
象
の
間
に
は
、
必
ず
同
じ
も

の
も
あ
り
、
ま
た
異
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ま
ず
し
っ
か
り
と
研
究
を
し
、
慌

て
て
決
め
つ
け
な
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

決
め
つ
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
九
〇
年
代
後
半
世
代
の
人
は
私
た
ち
と
異

な
る
か
ら
と
言
っ
て
、
市
場
化
し
て
お
り
、
西

洋
化
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
結
論
付
け
る
こ
と
で

す
。
ま
ず
慌
て
な
い
で
ほ
し
い
で
す
。
影
響
は

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
し
っ
か
り
と
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そ
れ
が
本
当
に
私
た
ち
と
異
な
る
か
ど
う
か
を

調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
ど
こ
が
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
も
。

　
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
は
特
に
フ
ラ
ン
シ
ス
・

フ
ク
ヤ
マ
（Francis Fukuyam

a

）
の
理
論
を

批
判
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
フ
ク
ヤ
マ
は
制

度
決
定
論
、
文
化
決
定
論
者
だ
か
ら
で
す
。
フ

ク
ヤ
マ
はTrust

と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た

が
、
そ
の
中
で
中
国
人
は
大
型
の
近
代
組
織
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
中
国

文
化
に
お
け
る
信
頼
は
個
別
的
信
頼
（par tic-

ularistic trust

）
で
小
範
囲
の
関
係
に
基
づ
い

た
信
頼
で
、
大
き
な
範
囲
内
で
見
ず
知
ら
ず
の

人
に
対
し
寄
せ
る
一
般
的
信
頼
（gen er al ized 

trust

）
に
は
発
展
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で

す
。
し
か
し
、
現
在
全
世
界
に
お
け
る
大
型
産

業
組
織
が
い
く
つ
中
国
に
あ
る
か
知
っ
て
い
ま

す
か
。
フ
ク
ヤ
マ
の
過
ち
は
先
ほ
ど
私
が
話
し

ま
し
た
が
、
慌
て
て
一
つ
の
文
化
を
捉
え
て
こ

の
現
象
は
こ
の
文
化
の
も
の
な
の
で
、
中
国
で

は
大
型
の
近
代
組
織
は
で
き
な
い
と
決
め
つ
け

た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
グ
ラ
ノ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー

は
次
の
よ
う
に
察
知
し
ま
し
た
。
中
国
人
は
圏

子
に
よ
っ
て
一
層
一
層
信
頼
を
伝
達
し
て
い

く
。
リ
ー
ダ
ー
は
自
分
の
圏
子
内
に
代
理
人
を

数
人
見
つ
け
、
そ
の
代
理
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ

自
分
の
圏
子
を
形
成
し
て
い
く
。
で
す
か
ら
、

圏
子
が
一
層
一
層
と
結
び
つ
い
て
い
き
、
信
頼

も
圏
子
内
の
友
人
か
ら
こ
の
友
人
の
圏
子
ま

で
、
さ
ら
に
は
友
人
の
友
人
の
圏
子
ま
で
伝
わ

り
、
重
な
り
広
が
っ
て
い
き
、
最
後
に
は
と
て

も
巨
大
な
信
頼
団
体
と
な
り
ま
す
。
そ
の
規
模

は
西
洋
と
比
べ
て
も
遜
色
は
あ
り
ま
せ
ん
。
単

純
に
文
化
に
よ
っ
て
結
論
を
出
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
世
界
の
多
く
の
も
の
は
、
西
洋
の
近
代

科
学
で
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
私

た
ち
は
発
見
し
ま
し
た
。
実
際
、
本
土
社
会
科

学
理
論
で
す
が
、
西
洋
か
ら
見
て
み
る
と
、
そ

う
か
、
私
た
ち
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ

れ
は
世
界
的
、
普
遍
的
だ
と
も
言
え
ま
し
ょ

う
。
本
当
に
「
純
粋
な
」
中
国
の
現
象
と
い
う

の
は
実
際
に
は
と
て
も
少
な
い
の
で
す
。

質
問
者
１
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

質
問
者
２
　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
お
二
人

の
先
生
、
薛
先
生
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
北
京

科
技
大
学
経
済
管
理
学
院
の
馬
偉
霞
と
い
い
ま

す
。
私
は
中
国
管
理
学
者
の
グ
ル
ー
プ
チ
ャ
ッ

ト
で
今
回
の
開
催
案
内
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
来

ま
し
た
。
私
は
政
府
主
導
の
基
金
の
あ
る
案
件

を
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

今
回
私
が
特
に
お
聞
き
し
た
い
の
は
、
政
府
主

導
の
基
金
は
ど
の
よ
う
な
機
構
や
人
々
に
交
付

し
て
運
用
し
て
も
ら
え
ば
、
こ
の
基
金
を
有
効

に
生
か
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
私
た
ち
「
創
新

創
業
」（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
起
業
）
機
構
が

彼
ら
を
助
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
た
の
で
す

が
、
先
生
が
配
布
さ
れ
た
“
関
係
”
の
ポ
ス

タ
ー
を
見
て
、
こ
の
関
係
と
い
う
の
は
中
国
で

は
確
か
に
あ
る
種
の
資
源
で
あ
り
人
脈
で
あ
る

と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
主
導
的
基
金
と

い
う
Ｖ
Ｃ
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
的
な
人
物

か
、
Ｇ
Ｐ
（
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
）
か
、

ま
た
は
そ
の
他
の
誰
か
か
、
そ
の
人
脈
あ
る
い

は
圏
子
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た

そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
基
金
の
運
用
効
果
と
そ
れ

ら
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
な
ど
を
聴

き
た
い
と
思
っ
て
来
ま
し
た
。
今
日
は
ち
ょ
う

ど
羅
先
生
が
話
さ
れ
た
例
が
、
Ｖ
Ｃ
の
圏
子
で

し
た
。
し
か
し
私
は
先
生
の
そ
の
論
文
を
読
ん

で
い
ま
せ
ん
の
で
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま

た
改
め
て
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
で
す
。
例
え
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ば
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
Ｖ
Ｃ
の
圏
子
を
探

し
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
のsu per vi-

sor

（
リ
ー
ダ
ー
）
と
い
う
の
は
、
Ｖ
Ｃ
で
は

Ｇ
Ｐ
を
指
し
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
誰
か
を
中
心

と
し
ま
す
か
。
私
た
ち
の
質
問
は
特
に
具
体
的

な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
を
こ
こ
で
お
聞
き

す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す

の
で
、
ま
た
改
め
て
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い

て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

羅
　
え
え
、
い
い
で
し
ょ
う
。

質
問
者
3
　
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
早

く
か
ら
翟
先
生
は
社
会
学
理
論
の
考
え
方
が
最

も
素
晴
ら
し
く
、
羅
先
生
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の

研
究
が
素
晴
ら
し
い
と
お
聞
き
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
今
回
こ
の
よ
う
な
機
会
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
薛
先
生
、『
中
国

21
』
の
こ
と
は
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
の
方

か
ら
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
こ
の
刊
行
物

の
運
営
状
況
に
対
す
る
理
解
が
さ
ら
に
深
ま
り

ま
し
た
。
私
は
、
中
国
社
会
科
学
院
雑
誌
社
か

ら
来
ま
し
た
、
先
生
方
と
も
メ
ー
ル
で
連
絡
を

取
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
た
ち
も
あ

る
程
度
の
圏
子
が
あ
る
と
言
え
ま
す
ね
。

　
お
聞
き
し
た
い
の
は
、
お
二
人
の
先
生
が
話

さ
れ
た
中
で
最
も
多
く
話
さ
れ
た
の
が
、
社
会

学
の
本
土
化
に
つ
い
て
で
す
よ
ね
。
本
土
化
と

い
え
ば
、
以
前
よ
り
ず
っ
と
こ
の
本
土
化
に
つ

い
て
の
研
究
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
原
稿
を

依
頼
す
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け
皆
さ
ん
に

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
共
に
持
っ
て
も
ら
う
よ

う
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
三
〇
年
あ
ま

り
、
社
会
学
は
そ
の
学
科
ご
と
に
ど
ん
ど
ん
細

分
化
さ
れ
、
研
究
も
と
て
も
細
部
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。
現
在
、
先
ほ
ど
お
二
人
の
先
生
も
話

さ
れ
、
さ
ら
に
先
生
の
本
で
も
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
複
雑
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
学
科
で
あ

れ
、
科
学
で
あ
れ
、
現
在
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の

学
科
を
一
つ
に
関
連
づ
け
て
い
ま
す
。
み
な
共

同
で
中
国
独
自
の
も
の
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
現
在
お
二
人
の
先
生
方
は
、
私
た
ち
が

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。
先
生
方
は
人
間
関
係
を
通
じ
て

中
国
社
会
学
独
自
の
も
の
を
発
展
さ
せ
ま
し
た

が
、
も
う
少
し
マ
ク
ロ
的
な
視
野
か
ら
大
き
な

問
題
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
で
す
。
中
国
の
学

者
は
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
さ
ら
に

よ
く
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
か
。
団
体
を
組
織

す
る
と
か
。
実
際
、“
八
〇
后
”（
八
〇
年
代
生

ま
れ
）、
先
生
方
は
お
そ
ら
く
“
六
〇
后
”、

“
七
〇
后
”
で
す
よ
ね
。
私
は
八
〇
后
で
す

が
、
ま
た
“
九
〇
后
”
そ
し
て
“
〇
〇
后
”
が

い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国

の
学
術
的
枠
組
み
を
構
築
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ

う
か
。
お
二
方
は
私
た
ち
の
先
達
で
す
が
、
何

か
お
考
え
は
あ
る
か
お
聞
き
し
た
い
で
す
。
私

た
ち
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
さ
ら
に
よ
く

な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

翟
　
き
っ
と
私
が
与
え
る
難
題
は
多
い
と
思
い

ま
す
。
し
か
も
楽
観
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中

国
で
は
一
九
四
九
年
か
ら
改
革
開
放
の
こ
の
期

間
に
、
多
く
の
社
会
科
学
部
門
が
消
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
伝
承
が
中
断
、
欠
落
し
た
た
め
、

ま
た
中
国
が
過
剰
に
西
洋
社
会
科
学
の
発
展
に

依
存
し
、
中
国
の
発
展
に
取
り
入
れ
た
た
め
、

中
国
社
会
科
学
領
域
に
お
い
て
大
家
と
呼
べ
る

よ
う
な
人
、
あ
る
い
は
み
ん
な
を
率
い
て
研
究

を
行
う
よ
う
な
呼
び
か
け
の
力
が
あ
る
人
は
、

私
の
観
点
で
は
ほ
ぼ
い
ま
せ
ん
。
現
在
中
国
で

は
手
元
に
資
源
が
あ
る
人
が
い
る
の
み
で
す
。

資
源
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
評
議
組

あ
る
い
は
評
審
組
の
中
に
い
る
組
長
と
か
メ
ン

バ
ー
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
人
は
よ
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く
課
題
を
与
え
た
り
、
奨
励
を
与
え
た
り
、

（
ケ
ー
キ
理
論
の
）
ケ
ー
キ
分
配
活
動
な
ど
に

関
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
み
ん
な
に
囲
ま
れ
て

い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
自
身
の

研
究
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
呼
び
か
け
の
力
や

影
響
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
な
る
と
、
先
ほ

ど
羅
先
生
の
研
究
で
言
及
さ
れ
た
現
象
に
近
い

と
思
い
ま
す
。
中
国
の
学
界
も
圏
子
が
幅
を
利

か
せ
て
い
ま
す
の
で
、
み
ん
な
が
共
同
で
一
つ

の
こ
と
に
取
り
組
む
の
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
に
も
こ
の
よ
う
な
状
況

は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
西
洋
の
事
情

は
、
中
国
の
事
情
と
大
い
に
異
な
り
ま
す
。

　
西
洋
人
は
伝
統
的
に
、
も
し
あ
る
研
究
成
果

や
研
究
が
素
晴
ら
し
い
と
皆
が
認
め
た
ら
、
そ

れ
か
ら
多
く
の
人
が
そ
れ
を
研
究
し
ま
す
。
そ

し
て
一
定
期
間
研
究
を
行
っ
た
後
に
、
元
々
の

理
論
に
取
っ
て
代
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
更

新
さ
れ
た
理
論
も
一
定
期
間
は
そ
の
ま
ま
で
す

が
、
ま
た
多
く
の
人
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
西
洋
の
心
理
学
史
や
社
会
学
史

な
ど
を
見
て
み
る
と
、
あ
る
理
論
が
打
ち
立
て

ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
一
定
期
間
が
過
ぎ
る
と
次

第
に
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
き
、
ま
た
新
し

い
理
論
が
で
き
る
と
ま
た
消
え
て
い
く
。
こ
の

よ
う
な
絶
え
間
な
い
起
伏
は
中
国
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
中
国
は
、
一
つ
の
平
面
上
で
、
あ
ち
こ

ち
に
山
は
あ
る
が
、
皆
規
模
は
そ
れ
ほ
ど
大
き

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
小
さ
な
範
囲
で

戯
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
私
の
感
覚
で

す
。
も
ち
ろ
ん
“
山
頭
主
義
”（
派
閥
主
義
）

は
西
洋
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
よ
く
考

え
る
の
で
す
が
、
人
類
は
あ
る
と
こ
ろ
に
は
共

通
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
認
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
よ
く
本
土
化
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
人
が

い
ま
す
が
、
も
っ
と
堅
実
で
広
大
な
理
論
で

も
っ
て
、
す
べ
て
の
人
類
社
会
の
行
為
を
説
明

で
き
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。
一
般
的
な
理
論
を
ど
の
よ
う
に
打
ち
立
て

る
か
。
も
し
中
国
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
が
打
ち
立
て
た
理
論
は
ど

う
い
っ
た
理
論
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
し
て

そ
れ
は
一
般
的
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な

の
か
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
今
日
は
時
間
が
来

て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
私
の
考
え
を
皆
さ
ん

に
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
つ

言
い
た
い
の
は
、
本
土
理
論
は
一
般
理
論
に
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
西
洋
理
論
も
初
め
は
本

土
理
論
で
し
た
。
抽
象
化
さ
れ
、
そ
の
他
の
社

会
に
応
用
さ
れ
た
結
果
、
一
般
化
さ
れ
た
の
で

す
。
ま
た
先
ほ
ど
の
方
（
質
問
者
１
）
が
話
さ

れ
た
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
最
近
は
一
つ
の

考
え
が
あ
り
ま
す
。
職
業
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

な
特
徴
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど

は
、
私
た
ち
が
本
土
研
究
を
す
る
際
に
は
ま
ず

職
業
の
こ
と
は
考
慮
に
い
れ
な
い
と
回
答
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
本
土
研
究
で
は
、
中
国
人
に

は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
す
る
と
い

う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
中
国
人
に
は
特
徴
が
あ

り
、
他
文
化
の
人
の
特
徴
と
は
異
な
る
の
で
、

そ
の
違
い
を
研
究
す
れ
ば
、
そ
れ
が
民
族
性
で

あ
り
、
国
民
性
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
最
近
の

私
は
こ
の
思
考
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
い
う
職
業
は

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
あ

る
と
し
ま
す
が
、
私
は
こ
の
質
問
自
体
が
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
中
国
人
に
は
ど
の

よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
と
質
問
す
る
の
と
同
じ

で
す
。
五
六
の
民
族
す
べ
て
が
中
国
人
で
す

し
、
こ
の
社
会
の
中
に
は
、
農
民
か
ら
工
場
労
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働
者
か
ら
国
家
公
務
員
ま
で
い
ま
す
し
、
大
学

生
か
ら
市
民
ま
で
と
、
い
ろ
い
ろ
と
複
雑
で

す
。
そ
こ
で
中
国
人
の
特
徴
は
何
か
と
い
う
質

問
に
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
答
え
た
と
し
て
そ

れ
は
、正
し
い
と
も
、間
違
い
と
も
言
え
ま
す
。

以
前
か
ら
私
た
ち
に
深
く
根
付
い
て
い
る
考
え

方
は
、
一
つ
の
文
化
の
中
に
は
、
皆
が
共
有
す

る
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
の

で
す
が
、
探
し
求
め
た
結
果
、
本
土
概
念
に
た

ど
り
着
く
と
い
う
観
点
で
す
。

　
例
え
ば
人
情
と
面
子
は
中
国
人
の
特
徴
と
い

う
と
、
間
違
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
統
計
的
に
、
ど
れ
だ
け
の
中
国
人
が
人

情
と
面
子
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
た

と
し
た
ら
、
回
答
に
困
る
で
し
ょ
う
。
先
ほ
ど

の
お
話
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
一
群
が
人
情
や
面
子

に
お
い
て
、
ま
た
関
係
に
お
い
て
必
ず
し
も
そ

の
特
徴
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た

が
、
彼
ら
も
中
国
人
で
す
。
で
す
か
ら
最
近
私

は
、
い
わ
ゆ
る
国
民
性
と
い
う
概
念
で
す
が
、

そ
れ
は
概
念
上
の
も
の
で
、
統
計
上
の
も
の
で

は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
か
つ
て
研
究
の
上
で
は
「
最
頻
的
人
格
」
と

転
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
の
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
最

頻
的
人
格
は
説
得
力
に
乏
し
か
っ
た
。
た
だ
、

私
た
ち
は
定
量
の
方
法
で
多
数
の
人
々
の
特
徴

を
捉
え
た
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
中
国
に

は
十
億
の
人
が
お
り
、
数
千
人
や
数
万
人
の

デ
ー
タ
で
統
計
を
と
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
が
中

国
人
の
特
徴
で
す
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
サ

ン
プ
リ
ン
グ
の
方
法
が
正
し
け
れ
ば
よ
い
と
言

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
う
は
思
い
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
方
法
で
こ

の
民
族
の
同
質
性
が
高
い
か
否
か
と
い
う
の

は
、
理
論
上
の
仮
定
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら

で
す
。
も
し
、
中
国
人
の
南
北
の
差
、
内
地
と

沿
岸
地
域
の
差
、
民
族
の
差
が
大
き
け
れ
ば
、

同
質
性
は
不
十
分
で
、
そ
の
研
究
は
と
て
も
困

難
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
日
本
の
国
民
性
の
研
究

を
す
る
人
が
多
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
基

本
的
に
島
国
の
民
族
同
質
性
が
高
い
と
仮
定
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
本
当
な
の
か
ど
う

か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
仮
説
上
で
は
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
学
者

が
国
民
性
を
研
究
す
る
上
で
の
拠
り
ど
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
、中
国
の
場
合
、同
質
性
は
日
本
ほ

ど
高
く
な
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
国
人
か
ら

そ
の
特
徴
を
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
最
近
の
私
の
観
点
と
は
何
か
と
い
う
と
、
例

え
ば
一
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
国
民
性
や
文
化

的
性
格
の
研
究
を
社
会
行
為
法
則
に
移
し
て
い

く
と
い
う
も
の
で
す
。
行
為
法
則
と
は
何
か
と

い
う
と
、
例
え
ば
、
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
の
人

が
面
子
に
こ
だ
わ
る
か
を
追
求
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
け
れ
ど
も
、
面
子
は
中
国
人
の
行
為
法

則
の
一
つ
と
い
う
こ
と
は
研
究
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
結
論
を
得
る
こ
と
で
、

ど
れ
だ
け
の
人
が
面
子
に
こ
だ
わ
る
か
で
は
な

く
、
一
つ
の
行
為
法
則
に
関
心
が
向
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。
法
則
に
則
る
人
も
と
て
も
多
い

が
、
法
則
を
破
る
人
も
と
て
も
多
い
。
ど
ち
ら

も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
面
子
に
こ
だ
わ

る
人
は
生
活
が
快
適
で
あ
り
、
面
子
に
こ
だ
わ

ら
な
い
人
は
生
活
が
苦
難
に
満
ち
て
い
る
と
い

う
差
が
あ
る
の
み
で
す
。
さ
ら
に
、“
人
情
法

則
”
で
す
が
、
至
る
所
で
人
情
法
則
に
則
っ
て

い
る
人
に
対
し
て
は
、
世
渡
り
上
手
だ
と
皆
が

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
客
を
招
い
た
り
、
ご
馳

走
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
ま
た
贈
り
物
も
し
な

い
と
い
う
人
に
対
し
て
は
、
皆
は
噂
を
し
、
の

け
者
に
し
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
人
は
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自
分
の
考
え
に
基
づ
い
て
同
じ
よ
う
に
生
活
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
い

く
つ
か
の
法
則
を
見
つ
け
る
こ
と
は
、
身
上
の

特
徴
を
見
つ
け
る
よ
り
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
中
国
人
は
関
係
を
大
事
に
す
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
関
係
に
こ
だ
わ
ら
な
い
人
は

い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
い

ま
す
。
中
国
人
は
面
子
に
こ
だ
わ
る
と
言
い
ま

す
が
、
面
子
に
こ
だ
わ
ら
な
い
人
は
い
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
た
だ
人
情

法
則
に
従
わ
な
い
人
が
い
て
も
中
国
は
や
は
り

人
情
に
こ
だ
わ
る
社
会
だ
と
い
う
こ
と
を
否
定

す
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
つ
い
で
に
お
話
し
す
る
と
、
黄
光
国
の
貢
献

は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
彼
は
行
為
法
則
に
お
い

て
人
情
と
面
子
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
が

私
が
彼
に
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
楊

国
枢
の
欠
点
は
、
彼
は
国
民
性
の
上
に
中
国
人

の
性
格
や
特
徴
を
探
そ
う
と
し
た
こ
と
で
す
。

少
な
く
と
も
彼
の
時
代
に
は
探
す
す
べ
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
配

布
す
る
以
外
は
。
で
は
大
学
生
は
中
国
人
の
代

表
と
な
る
で
し
ょ
う
か
。
無
理
だ
と
思
い
ま

す
。
大
学
生
と
い
う
の
は
実
は
中
国
人
の
中
で

最
も
奇
妙
な
一
群
な
の
で
す
。
そ
う
で
し
ょ

う
。
ま
だ
社
会
経
験
も
な
く
、
訳
が
わ
か
ら
な

い
ま
ま
西
洋
の
知
識
を
山
ほ
ど
学
び
、
ま
だ
生

活
の
上
で
も
仕
事
の
上
で
も
自
立
も
し
て
い
な

い
の
で
す
。
彼
ら
の
中
に
特
徴
を
探
し
出
し
て

も
何
が
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
基

礎
、
方
向
、
土
台
を
明
確
に
し
、
そ
れ
に
従
っ

て
明
る
い
未
来
に
向
か
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
初
め
の
段
階
で
ず
れ
が
生
じ
る

と
、
ど
ん
な
に
そ
の
研
究
が
良
い
も
の
で
、
深

い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
も
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
あ
な
た
が
質
問
し
た
こ

と
へ
の
回
答
で
す
。

質
問
者
3
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

羅
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
翟
先
生
が
ほ
と

ん
ど
回
答
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
二
点
補

足
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
、
こ
れ
は
、
対
話

を
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら

私
は
中
国
人
の
い
わ
ゆ
る
戦
略
、
戦
略
学
を
読

む
の
が
と
て
も
好
き
で
す
。「
韜
略
」
と
い
う

名
詞
が
好
き
で
す
。
策
略
で
は
な
く
、
韜
略
と

い
い
ま
す
。
韜
略
に
は
陰
陽
、
動
態
平
衡
、
進

化
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
西
洋
に
も
戦
略

学
を
研
究
し
て
い
る
サ
ラ
ス
・
サ
ラ
ス
バ
シ
ー

（S. D
. Sarasvathy

）
が
掲
げ
た
「
エ
フ
ェ
ク

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
」（effectuation

）
と
い
う
理

論
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
中
国
人
の
韜
略
の

思
想
に
非
常
に
近
い
で
す
。
サ
ラ
ス
・
サ
ラ
ス

バ
シ
ー
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ー
チ
（Jam

es 
M

arch

）
の
最
後
の
女
性
の
弟
子
で
す
。

　
あ
る
年
、
私
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
滞

在
し
て
い
る
と
き
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ー
チ

と
話
を
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
戦
略
学
に
、
不
確

定
環
境
下
に
お
け
る
「
石
橋
を
た
た
い
て
渡

る
」（
慎
重
論
）
と
い
う
戦
略
思
考
を
取
り
入
れ

始
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
対
話
の
余
地
が
あ
る

と
思
い
ま
し
た
。「
エ
フ
ェ
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ン
」
と
韜
略
の
二
つ
の
概
念
が
同
等
で
あ
る
と

は
、
ま
ず
言
い
ま
せ
ん
。
過
去
の
戦
略
学
は
確

か
に
中
国
人
の
世
界
観
と
の
差
が
と
て
も
大
き

か
っ
た
こ
と
は
認
め
ま
す
。
簡
単
に
い
う
と
、

一
つ
は
目
標
を
持
っ
て
飛
翔
標
的
を
投
げ
る
こ

と
。
組
織
の
目
標
は
明
確
で
、
ど
の
よ
う
に
し

て
組
織
の
資
源
を
動
員
し
目
標
を
達
成
す
る
か

と
い
う
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
運
動
戦
の

よ
う
に
、
絶
え
ず
変
化
す
る
環
境
の
中
で
、
結

合
さ
せ
た
り
離
れ
さ
せ
た
り
し
て
人
脈
を
活
用

し
、
チ
ャ
ン
ス
が
現
れ
る
の
を
待
ち
、
チ
ャ
ン
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ス
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
を
ま
と
め
て

チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
み
に
い
く
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
れ
ら
は
全
く
違
い
ま
す
。
こ
れ
が
翟
先

生
の
話
を
受
け
て
話
し
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　
最
近
、
管
理
学
界
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
本
土
か
全
世
界
的

か
と
い
う
も
の
で
す
。
実
際
こ
れ
は
社
会
学
で

も
同
じ
で
、
一
つ
の
偽
っ
た
命
題
で
す
。
た

だ
、
社
会
学
の
こ
の
問
題
は
ど
こ
か
ら
出
て
き

た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
長
い
間
問
題
に
な
っ
て

お
り
、
概
念
か
ら
概
念
を
語
り
、
ま
た
概
念
か

ら
概
念
に
移
行
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
管
理
学

理
論
も
多
く
は
西
洋
か
ら
来
ま
し
た
。
西
洋
の

概
念
を
直
接
中
国
に
持
ち
込
み
当
て
は
め
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
存
在
し
う
る
文
化
の
差
を

無
視
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

現
在
、
定
性
の
研
究
を
強
調
し
始
め
て
い
ま

す
。
実
務
に
し
っ
か
り
と
根
付
い
た
も
の
で
、

本
土
理
論
を
追
求
し
て
い
く
。
し
か
し
、
私
は

や
は
り
本
土
理
論
は
将
来
的
に
は
ほ
と
ん
ど
が

全
世
界
的
な
も
の
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
ら
は
西
洋
人
の
行
為
の
中
に
潜
在

的
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
、
ま
だ
西
洋
で
は

こ
の
理
論
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と

で
、
そ
れ
が
い
つ
の
日
か
、
私
た
ち
中
国
で
そ

の
現
象
が
顕
在
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
、
私
た

ち
に
真
っ
先
に
発
見
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
実

際
、
社
会
学
に
は
大
き
な
特
色
が
あ
り
ま
す
、

そ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
り
込
む
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
現
在
、
社
会
学
者
は
ち
ょ
っ
と
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
た
だ
け
で
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
ま

す
。
深
く
入
り
込
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
も
と

も
と
社
会
学
に
は
人
類
学
か
ら
の
多
く
の
伝
統

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
地
に
三
年
か
ら
五
年
は
密

着
せ
ず
に
ど
う
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。
私
は
地
域
社
会
管
理
に
お
い
て
は

テ
ス
ト
地
域
を
有
し
て
い
ま
す
。
大
柵
欄
（
北

京
）
に
四
年
半
、
密
着
し
て
関
わ
り
、
観
察

し
、
定
性
と
定
量
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
気
が
つ
く
と
思
い
ま
す

が
、
社
会
整
備
や
地
域
社
会
管
理
を
語
る
学
者

た
ち
は
概
念
だ
け
を
唱
え
て
い
ま
す
。
自
分
が

発
明
し
た
概
念
を
自
分
の
弟
子
な
ど
に
語
る
の

み
で
、
他
の
国
と
交
流
を
す
る
す
べ
が
な
く
、

ま
た
そ
の
他
の
学
術
団
体
と
も
交
流
す
る
す
べ

が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
確
か
に
大
き
な
問
題

で
す
。
よ
い
研
究
は
し
っ
か
り
と
し
た
フ
ィ
ー

ル
ド
か
ら
、
そ
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
基
礎
か

ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
泥
土

の
中
か
ら
大
空
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
、
最
も
優
れ
た
大
理
論
と
ず
っ
と

対
話
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
最
も
核
心
的
な
問
題
は
、
今
日
が
そ
の
い
い

例
で
す
が
、
異
な
る
領
域
を
超
え
て
対
話
を
行

う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
題
は
国
内
で
は
非
常
に

重
大
で
す
。
社
会
学
が
特
に
ひ
ど
い
で
す
。
定

性
は
定
量
を
批
判
し
、
定
量
は
定
性
を
批
判
す

る
。
理
論
は
本
質
を
批
判
し
、
本
質
は
理
論
を

批
判
す
る
。
本
土
は
西
洋
を
批
判
し
、
西
洋
は

本
土
を
批
判
す
る
。
現
在
は
も
う
一
つ
増
え

て
、
構
造
化
デ
ー
タ
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
批
判

し
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
は
構
造
化
デ
ー
タ
を
批
判

す
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
問
い
か
け
て
み
る
と

わ
か
り
ま
す
が
、
き
っ
と
相
手
側
の
研
究
を
し

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
定
性
は
定
量
の
研
究

を
し
て
い
な
い
し
、
定
量
も
定
性
の
こ
と
を
理

解
し
て
い
な
い
。
理
論
も
実
証
を
し
て
い
な
い

の
に
、
互
い
に
批
判
し
あ
っ
て
い
る
。
理
解
す

る
こ
と
も
し
な
い
で
、
ま
ず
批
判
す
る
。
批
判

が
始
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
後
交
流
が
な
く
な

り
、
さ
ら
に
協
力
な
ど
あ
る
わ
け
も
な
い
の
で
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す
。

　
最
後
に
、
若
い
学
者
に
一
言
贈
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
相
互
に
学
ぼ
う
と
し
な
い
の
が
問
題

の
根
源
で
、
本
土
の
、
西
洋
の
と
い
う
の
は
た

だ
の
偽
っ
た
命
題
で
す
。
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。
特
に
私
た
ち
の
よ
う
に
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を

あ
る
程
度
研
究
し
て
い
く
と
学
科
を
超
え
て
い

き
ま
す
。
一
人
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う

す
る
か
。
協
力
す
る
の
で
す
。
対
話
と
協
力
こ

そ
が
解
決
へ
の
道
で
す
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
と

い
っ
て
互
い
に
批
判
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
っ
と
も
ひ
ど
い
の
が
徒
党
を
組
む
こ
と

で
す
。
弟
子
を
育
て
学
派
を
作
る
。
こ
れ
は
翟

先
生
が
先
ほ
ど
批
判
し
た
問
題
で
す
ね
。
資
源

に
頼
り
、
派
閥
の
長
を
立
て
る
。
商
業
的
資
源

で
あ
れ
、
政
治
的
資
源
で
あ
れ
、
そ
れ
は
、
非

科
学
的
で
す
。
科
学
と
は
証
拠
に
基
づ
い
て
道

理
を
述
べ
、
皆
で
道
理
を
語
る
こ
と
で
す
。
資

源
に
頼
り
、
派
閥
の
長
を
立
て
て
何
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。
た
だ
権
力
を
弄
ぶ
か
、
宗
教
活
動

を
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
現
在
国
内

の
学
術
界
の
こ
の
問
題
は
本
当
に
深
刻
で
す
の

で
、
最
後
に
一
言
、
お
伝
え
し
ま
す
。
皆
さ
ん

が
胸
を
割
っ
て
協
力
す
る
こ
と
こ
そ
が
解
決
の

道
で
す
。

　
皆
さ
ん
が
あ
ま
り
に
も
熱
心
な
の
で
、
も
う

一
二
時
半
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ろ
そ

ろ
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
皆
さ

ん
が
私
た
ち
の
こ
のgroup

と
連
絡
を
取
り
た

い
と
希
望
さ
れ
る
な
ら
、W

eC
hat

ア
カ
ウ
ン

ト
を
交
換
し
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
がgroup

に

招
待
し
ま
す
。
ま
た
、
私
と
翟
先
生
は
二
人
と

も
社
会
学
会
の
下
位
組
織
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
学
会
、
つ
ま
り
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
社

会
資
本
専
門
研
究
委
員
会
に
所
属
し
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
と
の
更
な
る
交
流
を
歓
迎
し
ま

す
。
ま
た
グ
ル
ー
プ
に
登
録
し
ま
す
の
で
。

薛
　
羅
先
生
が
す
で
に
話
を
締
め
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
ね
（
笑
）。
今
日
は
学
科
を
超
え
、
ま

た
地
域
を
超
え
た
有
意
義
な
学
術
座
談
会
と
な

り
ま
し
た
。
私
は
社
会
学
で
は
な
く
、
言
語
に

携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
言
語
行
動
を
分
析
す
る

際
、
ま
す
ま
す
社
会
学
と
は
切
っ
て
も
切
り
離

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
日

は
多
く
の
先
生
と
お
近
づ
き
に
な
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
確
か
に
同
業
な
の
で
す

が
、
私
は
そ
の
縁
に
い
る
人
間
で
す
ね
。
今
日

は
と
て
も
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
せ
、
ま
た
多
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く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
う

れ
し
い
で
す
。
時
間
の
関
係
に
よ
り
、
こ
れ
で

終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
二
人
の
先

生
方
、
素
晴
ら
し
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
ま
た
ご
在
席
の
皆
さ
ん
、
積
極
的

な
ご
参
加
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注〈1
〉 

薛
鳴
﹇2019

﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
2
〉 

翟
学
偉
﹇2009

﹈。

〈
3
〉 

羅
家
徳
・
劉
済
帆
・
楊
鯤
昊
・
傅
暁
明

﹇2018

﹈。

〈
4
〉 

楊
国
枢
は
、
中
国
人
の
「
差
序
格
局
」
の

人
脈
範
囲
を
、
家
族
、
知
人
、
赤
の
他
人
の
三

層
に
分
け
て
お
り
、
一
般
的
に
前
者
二
つ
は
強

い
つ
な
が
り
、
後
者
は
弱
い
つ
な
が
り
と
す

る
。
楊
国
枢
﹇1993

﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
5
〉 

計
算
方
法
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
共
同
投

資
予
測
の
正
確
さ
、
ま
た
収
束
速
度
に
お
い
て

Ｓ
Ｂ
Ｆ
Ｇ
が
最
も
優
れ
て
い
た
。
計
算
方
法
は

Z
hou, W

ang, Tang, and Luo

﹇2016

﹈
を
参
考

さ
れ
た
い
。
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