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八
～

一
九
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と
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夢
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1
　
は
じ
め
に

　
今
日
は
、
「
儒
教
の
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
　
　
南
海
康
有
為
（
一

八
五
八
～
一
九
二
七
）
と
大
同
の
夢
」
と
い
う
題
目
で
、
中
国
近
代
の

思
想
家
の
康
有
為
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
た
だ
本
日

は
一
般
向
け
の
講
座
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
余
り
専
門
的
な
部
分

に
は
踏
み
込
ま
ず
、
ご
く
概
説
的
な
こ
と
の
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
従
っ
て
、
す
で
に
こ
の
辺
り
に
つ
い
て
の
知
識
を
お
持

ち
の
方
に
と
っ
て
は
物
足
り
な
い
内
容
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

点
は
何
卒
御
了
承
く
だ
さ
い
。

　
さ
て
、
今
日
の
主
役
で
あ
る
康
有
為
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
は
、
一
八
九
八
年
の
所
謂
「
戊
戌
の
変
法
」
と
の
絡
み
で
、

高
校
の
世
界
史
の
教
科
書
に
必
ず
出
て
く
る
人
物
で
す
の
で
、
殆
ど

の
方
は
、
彼
の
名
前
は
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。

　
た
だ
、
康
有
為
と
い
う
人
物
は
、
単
に
政
治
史
の
中
で
有
名
な
人

物
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
長
い
儒
教
の
歴
史
の
中
で
、
大

変
斬
新
な
学
説
を
提
唱
し
、
前
近
代
と
近
代
の
つ
な
ぎ
目
と
な
る
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
た
重
要
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
彼
の
独
自
の
儒
教
理
論
の
方
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
今
の
日
本
で
は
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ

う
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
ご
紹
介
で

き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
誤
解
が
無
い
よ
う
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
別
に
私

は
康
有
為
の
学
説
を
世
間
に
広
め
よ
う
と
い
っ
た
意
図
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
と
も
す
る
と
堅
苦
し
い
考
え
方

だ
と
思
わ
れ
る
「
儒
教
」
の
中
に
も
、
こ
う
い
う
変
わ
っ
た
、
と
い

う
か
、
面
白
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
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と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
日
は
、
主
に
康
有
為
の
「
新
し
い
学
説
」
が
、
そ
れ
ま
で
の
一

般
的
な
儒
教
と
ど
の
よ
う
な
点
で
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
点
を
中
心
に
お
話
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
非
常
に
簡
単
明
瞭
に
要
約
を
し
た
一
文
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
康
有
為
の
弟
子
で
あ
る
梁
啓
超
（
一
八
七
三
～
一

九
二
九
）
が
、
一
九
〇
一
年
に
亡
命
先
の
日
本
で
書
い
た
康
有
為
の

前
半
生
の
伝
記
で
あ
る
「
南
海
康
先
生
伝
」
の
一
節
で
す
（
ち
な
み

に
、
「
南
海
」
と
い
う
の
は
康
有
為
の
出
身
地
で
す
）
。

　
梁
啓
超
は
ま
ず
、
康
有
為
の
こ
と
を
「
先
生
は
孔
教
の
マ
ル
チ
ン
．

ル
タ
ー
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
ま
す
。
つ
ま
り
、
康
有
為
は
儒
教
の

宗
教
改
革
者
、
即
ち
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
儒
教
本
来
の
教
え
を
再

び
発
掘
し
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
梁

啓
超
は
、
康
有
為
が
明
ら
か
に
し
た
「
儒
教
本
来
の
教
え
」
を
、
次

の
よ
う
に
概
括
し
ま
す
（
な
お
、
後
に
も
触
れ
ま
す
が
、
康
有
為
は
「
儒

教
」
1
1
「
孔
子
が
全
て
作
り
出
し
た
教
え
」
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
、
「
儒

教
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
「
孔
教
」
と
い
う
言
い
方
を
多
く
用
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
儒
教
と
孔
教
と
い
う
言
葉
は
特
に
区
別
せ
ず
に
使
い
ま
す
）
。

　
先
生
は
様
々
な
形
で
孔
子
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、

の
大
綱
を
要
約
す
れ
ば
、
六
つ
あ
る
。

一、

E
教
は
進
歩
主
義
で
あ
っ
て
、
保
守
主
義
で
は
な
い
。

二
、
孔
教
は
兼
愛
主
義
で
あ
っ
て
、
独
善
主
義
で
は
な
い
。

三
、
孔
教
は
世
界
主
義
で
あ
っ
て
、
国
別
主
義
で
は
な
い
。

そ

四
、
孔
教
は
平
等
主
義
で
あ
っ
て
、
督
制
主
義
（
上
の
者
が
下
の

　
者
を
一
方
的
に
押
さ
え
つ
け
る
主
義
）
で
は
な
い
。

五
、
孔
教
は
、
強
立
主
義
（
力
強
く
自
立
す
る
主
義
）
で
あ
っ
て
、

　
　
巽
儒
主
義
（
軟
弱
で
自
己
主
張
を
し
な
い
主
義
）
で
は
な
い
。

六
、
孔
教
は
、
重
魂
主
義
で
あ
っ
て
、
愛
身
主
義
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
梁
啓
超
が
掲
げ
る
六
点
は
、
い
ず
れ
も
、
一
般
的

な
儒
教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
い
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。

　
第
一
に
、
儒
教
は
一
般
的
に
保
守
的
な
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
が
ち

だ
が
、
実
は
、
進
歩
的
な
改
革
を
積
極
的
に
主
張
す
る
考
え
方
だ
と

し
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
具
体
的
に
触
れ
ま
す
。

　
第
二
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
兼
愛
」
と
い
う
言
葉
は
、
諸
子
百
家

の
時
代
に
儒
家
と
対
立
し
て
い
た
墨
家
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
ご
く
乱

暴
に
ま
と
め
れ
ば
、
人
間
は
自
分
の
家
族
や
親
族
だ
か
ら
と
い
っ
て

特
別
視
せ
ず
、
他
人
と
分
け
隔
て
な
く
愛
し
合
う
べ
き
だ
、
と
い
う

主
張
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
の
儒
家
の
側
か
ら
は
、
人
間
は

ま
ず
第
一
に
自
分
の
親
や
身
近
な
家
族
を
大
事
に
す
る
こ
と
か
ら
出

発
す
べ
き
で
、
親
も
他
人
も
一
緒
く
た
に
す
る
の
は
野
蛮
な
考
え
方

で
、
社
会
を
混
乱
に
陥
れ
る
も
の
だ
と
の
非
難
が
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
す
が
、
康
有
為
は
、
む
し
ろ
墨
子
の
よ
う
な
「
兼
愛
」
と
い
う
方

向
性
こ
そ
が
、
儒
教
が
最
終
的
に
目
指
し
て
い
た
も
の
だ
と
す
る
わ

け
で
す
。

　
逆
に
、
こ
こ
で
「
兼
愛
主
義
」
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
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れ
て
い
る
「
独
善
主
義
」
は
、
自
分
自
身
の
修
養
や
、
す
ぐ
近
く
に

い
る
家
族
の
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
優
先
す
る
考
え
方
で
、
一
般
的
に

は
、
儒
教
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
考
え
方
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
康
有
為
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
儒
教
の
奥
義
に
合
致
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
第
三
の
国
別
主
義
と
い
う
の
は
、
華
夷
思
想
・
中
華
思
想
的
な
考

え
方
、
つ
ま
り
、
中
国
こ
そ
が
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の

外
国
は
夷
狭
と
し
て
中
国
よ
り
劣
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
排
除
す
べ

き
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
康
有
為
は
、
本
当
の
儒
教
は
そ
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
も
の
で

は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
第
四
の
主
張
は
、
通
常
、
儒
教
と
い
う
と
人
間
の
上
下
関

係
を
非
常
に
大
切
に
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
は
、
孔
子

が
目
指
し
た
社
会
は
全
て
の
人
の
平
等
が
実
現
し
て
い
る
社
会
だ
と

い
う
も
の
で
す
。

　
ま
た
第
五
の
点
は
、
儒
教
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
「
武
」
よ
り

も
「
文
」
を
重
視
す
る
考
え
方
で
、
や
や
も
す
る
と
儒
者
と
い
う
と

軟
弱
な
人
間
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
本
当
の
儒
教
が
目
指
す
理

想
的
人
間
像
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
し
て
、
最
後
の
第
六
の
点
は
、
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の

に
対
抗
す
る
意
味
合
い
を
持
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。
儒
教
と
い
う
と
現

世
主
義
的
な
も
の
と
見
ら
れ
が
ち
で
、
そ
の
た
め
に
自
分
の
肉
体
を

大
事
に
す
る
傾
向
が
あ
り
、
と
も
す
る
と
利
己
主
義
的
な
人
間
を
生

み
出
し
や
す
い
が
、
本
当
の
儒
教
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
肉
体
よ
り
も
精
神
・
霊
魂
の
こ
と
を
重
要
だ
と
考
え
る
も
の

だ
、
と
い
う
主
張
で
す
。

　
こ
こ
に
い
う
愛
身
主
義
と
い
う
の
は
、
『
孝
経
』
に
見
ら
れ
る

「
身
体
髪
膚
、
之
を
父
母
に
受
く
、
敢
え
て
殿
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の

始
め
な
り
」
の
よ
う
な
考
え
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
す
が
、

康
有
為
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
儒
教
の
本
来
の
教
え
を
き
ち
ん

と
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
一
つ
一
つ
の
項
目
に
つ
い
て
細
か
く
み
て
ゆ
く
と
、

そ
れ
ぞ
れ
で
何
時
間
も
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
、
康

有
為
の
「
新
し
い
儒
教
」
の
大
枠
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
話

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
予
備
的
な
話
と
し
て
、

康
有
為
の
略
歴
と
当
時
の
思
想
的
な
時
代
背
景
に
つ
い
て
簡
単
に
触

れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

2
　
康
有
為
の
略
歴

　
康
有
為
は
、
一
八
五
八
年
に
広
東
省
南
海
県
の
か
な
り
の
名
門
の

家
系
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
彼
の
㎝
族
は
、
康
有
為
の
十
世
代
ほ
ど
前

か
ら
、
科
挙
を
受
験
し
て
官
僚
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ

て
い
て
、
特
に
康
有
為
の
祖
父
の
世
代
以
降
、
か
な
り
大
物
の
官
僚

が
出
た
こ
と
も
あ
っ
て
相
当
裕
福
に
な
り
、
蔵
書
の
数
も
か
な
り
あ

っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
康
有
為
は
、
こ
う
し
た
家
柄
の
通
例
と
し
て
、
科
挙
の

受
験
の
た
め
の
勉
強
を
み
っ
ち
り
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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特
に
、
彼
は
幼
い
時
か
ら
、
か
な
り
聡
明
な
子
供
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

そ
の
た
め
に
、
親
族
か
ら
の
期
待
も
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、

科
挙
と
い
う
の
は
、
一
応
儒
教
的
教
養
を
問
う
試
験
と
い
う
建
前
で

す
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
暗
記
と
作
文
能
力
の
試
験
で
す
の
で
、
そ

の
受
験
勉
強
は
、
才
能
の
あ
る
人
間
か
ら
す
る
と
、
却
っ
て
く
だ
ら

な
い
も
の
に
見
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
康
有
為
も
、
科
挙

の
勉
強
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
他
方
で
、
康
有
為
は
、
儒
教
の
経
典
の
中
に
出
て
く
る
「
聖
人
」

の
言
動
に
対
し
て
は
早
く
か
ら
尊
敬
の
念
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、

子
供
の
頃
か
ら
、
何
か
と
い
う
と
「
聖
人
は
こ
う
言
っ
て
い
る
」
と

か
「
聖
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
、
ま
あ
可
愛
げ

の
な
い
子
供
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
う
こ
う
し
な
が
ら
、
康
有
為
は
様
々
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
ゆ

く
わ
け
で
す
が
、
十
代
の
終
わ
り
か
ら
二
十
代
に
か
け
て
、
彼
は

「
悩
め
る
青
年
時
代
」
を
送
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
そ
の
悩
み
と

い
う
の
は
、
今
の
時
代
に
よ
く
あ
る
よ
う
な
「
自
分
探
し
」
み
た
い

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
早
い
時
期
か
ら
、
「
自
分
は
天

か
ら
選
ば
れ
た
人
物
と
し
て
、
多
く
の
人
が
苦
し
む
世
の
中
を
救
わ

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
天
か
ら
与

え
ら
れ
た
使
命
を
ど
う
し
た
ら
実
現
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

か
な
か
確
信
が
持
て
ず
に
悩
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　
そ
う
し
た
中
、
彼
は
儒
教
の
み
で
は
な
く
、
道
教
や
仏
教
、
さ
ら

に
は
当
時
次
第
に
中
国
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
西
洋
の
科
学
（
「
西
学
」
）

な
ど
も
貧
欲
に
吸
収
し
て
、
自
ら
の
学
問
的
立
場
を
確
立
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
自
身
は
、
「
吾
が
学
は
三
十
歳
で

已
に
完
成
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
そ
れ
以
上
進
歩
す
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
、
進
歩
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
」
（
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
』
）

と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
実
際
に
彼
の
学
問
が
「
完
成
」
す
る
の
は
、

三
十
二
、
三
歳
頃
の
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
細
か
い
点

に
は
踏
み
込
み
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
ら
の
学
問
を
確
立

し
た
後
の
康
有
為
の
三
十
代
は
、
教
育
や
著
述
、
さ
ら
に
社
会
的
改

革
運
動
の
組
織
と
い
っ
た
活
動
が
中
心
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　
特
に
、
日
清
戦
争
後
に
は
、
康
有
為
は
彼
の
門
下
生
ら
と
と
も
に
、

改
革
へ
の
世
論
を
喚
起
す
る
た
め
の
行
動
を
積
極
的
に
進
め
て
ゆ
き
、

つ
い
に
一
八
九
八
年
に
は
、
当
時
の
皇
帝
で
あ
る
光
緒
帝
の
共
感
を

得
て
、
所
謂
「
戊
戌
の
変
法
」
を
実
行
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
た
だ
、
こ
の
「
変
法
」
は
、
あ
ま
り
に
性
急
な
改
革
が
強
い

反
発
を
生
み
、
一
〇
〇
日
余
り
で
当
時
の
清
朝
の
最
高
実
力
者
だ
っ

た
西
太
后
を
頂
く
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
政
変
に
よ
り
失

敗
し
、
康
有
為
は
海
外
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

　
康
有
為
は
、
そ
の
後
海
外
で
、
一
八
九
八
年
の
政
変
以
後
軟
禁
状

態
に
あ
っ
た
光
緒
帝
を
救
出
し
て
清
朝
の
改
革
を
実
現
し
よ
う
と
い

う
運
動
を
展
開
し
ま
す
。
た
だ
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
、
孫
文
な
ど

を
中
心
に
、
清
朝
を
打
倒
し
て
共
和
国
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
革
命

運
動
が
本
格
化
し
て
く
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て
は
反
対
の
立
場
を
と

り
、
い
わ
ば
「
時
代
の
最
先
端
」
か
ら
は
外
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
一
九
一
｝
年
に
辛
亥
革
命
が
起
こ
っ
て
中
華
民
国
が
成
立
し
ま
す
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が
、
民
国
の
成
立
直
後
の
中
国
で
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
政
治
的
に

も
文
化
的
に
も
大
き
な
混
乱
が
続
い
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況

の
中
、
康
有
為
と
そ
の
周
辺
の
人
々
は
、
中
国
の
倫
理
道
徳
を
再
び

確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
考
え
、
一
九

一
二
年
一
〇
月
に
「
孔
教
会
」
設
立
し
て
、
儒
教
の
「
国
教
化
」
を

め
ざ
す
運
動
を
展
開
し
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
一
定
の
社
会
的

影
響
力
を
持
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
同
時
に
、
陳
独
秀
ら
を
は

じ
め
と
し
た
有
名
な
「
新
文
化
運
動
」
で
の
儒
教
批
判
・
伝
統
批
判

を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
も
な
り
、
一
九
一
〇
年
代
の
康
有
為
は
、
中

国
の
思
想
界
の
中
で
は
保
守
勢
力
の
代
表
的
存
在
に
な
っ
て
ゆ
き
ま

す
。　

さ
ら
に
、
一
九
一
七
年
に
張
勲
に
よ
る
「
復
辟
」
（
宣
統
帝
の
再
即

位
）
事
件
が
お
こ
る
と
、
康
有
為
も
そ
れ
に
参
画
し
ま
す
が
、
復
辟

は
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
の
結
果
、
社
会
の
第
一
線
か
ら
退
く
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
後
は
、
各
地
で
の
講
演
や
「
天
游
学

院
」
な
ど
で
の
教
育
を
中
心
に
活
動
し
、
最
後
は
、
一
九
二
七
年
三

月
三
一
日
に
青
島
で
亡
く
な
り
ま
す
。

　
以
上
、
非
常
に
大
雑
把
で
す
が
、
康
有
為
の
略
歴
に
つ
い
て
紹
介

い
た
し
ま
し
た
。
よ
り
詳
し
い
点
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
文
献
が
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　
さ
て
、
次
に
、
康
有
為
の
思
想
が
歴
史
的
に
見
て
ど
の
よ
う
な
意

味
合
い
を
持
っ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
、
当
時
の
思
想
状
況
を
簡

単
に
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

3

十
九
世
紀
後
半
の
中
国
の
思
想
状
況

　
中
国
史
の
業
界
で
は
、
色
々
な
意
見
は
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に

は
一
八
四
〇
～
四
二
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
が
近
代
の
開
始
と
さ
れ
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
で
清
朝
は
イ
ギ
リ
ス
に
敗
れ
、
西

洋
列
強
の
武
力
的
優
位
性
が
明
確
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

「
華
夷
思
想
」
が
強
固
で
あ
っ
た
中
国
で
は
、
日
本
の
幕
末
な
ど
と

比
較
し
て
、
西
洋
の
技
術
や
制
度
、
思
想
を
受
け
入
れ
て
行
こ
う
と

い
う
改
革
へ
の
動
き
は
極
め
て
鈍
く
、
む
し
ろ
、
西
洋
の
事
物
を
取

り
入
れ
よ
う
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
「
中
華
」
を
「
夷
狭
」
化
す
る

行
為
と
し
て
大
き
な
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
清
朝
の
中
に
も
、
少
な
く
と
も
西
洋
の
進
ん
だ
軍
事

技
術
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
清
朝
は
生
き
残
っ
て
い

け
な
い
と
考
え
る
官
僚
や
知
識
人
も
い
た
わ
け
で
す
が
、
「
華
夷
思

想
」
が
根
強
い
環
境
の
下
で
は
、
彼
ら
は
、
そ
う
し
た
改
革
が
「
中

華
」
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
立
証

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
理
論
的
工
夫
が
な
さ
れ
て

ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
の
「
洋
務
運
動
」
は
こ

う
し
た
理
論
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

　
具
体
的
な
理
論
的
工
夫
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
西
洋
の
進
ん
だ

科
学
技
術
は
、
現
在
中
国
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
古
代
中
国
の
学

問
が
西
方
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を
中
国
に
取
り
入
れ
て
も
問
題
な
い
」
と
い
う
も
の
や
、
「
西
洋
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の
優
れ
た
技
術
や
制
度
は
、
中
国
の
諸
子
の
書
や
儒
教
の
経
典
の
教

義
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
中
国
に
導
入
し

て
も
問
題
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
『
易
』
の
概
念
な
ど
を
応
用
し
た
「
道
器
論
」
（
「
道
」
は

抽
象
的
理
法
を
指
し
、
「
器
」
は
具
体
的
器
物
を
指
す
）
と
呼
ば
れ
る
タ

イ
プ
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
「
道
」
こ
そ
が
文
明
に
と

っ
て
本
質
的
な
部
分
で
あ
り
、
西
洋
の
科
学
技
術
は
所
詮
は
「
器
」

の
レ
ベ
ル
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
「
器
」
た
る
西
洋
の
科
学
技
術
を

中
国
に
導
入
し
て
も
、
「
文
明
」
の
本
質
で
あ
る
「
道
」
に
は
影
響

を
与
え
な
い
の
で
、
「
中
華
」
の
「
中
華
た
る
所
以
」
は
影
響
を
受

け
な
い
と
主
張
さ
れ
ま
す
。

　
実
際
に
は
、
洋
務
運
動
の
進
展
と
と
も
に
次
第
に
「
器
」
の
範
囲
が

拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
複
雑
な
要
素
の
統

合
体
で
あ
る
儒
教
文
明
の
中
で
、
何
が
最
も
本
質
的
な
要
素
（
1
1

「
道
」
）
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
枠

に
お
い
て
、
コ
ニ
綱
」
（
社
会
的
人
間
関
係
の
基
本
は
、
夫
婦
・
父
子
・
君

臣
等
の
上
下
関
係
に
あ
る
と
の
考
え
方
）
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
こ
そ
が

「
中
華
」
の
本
質
で
あ
り
、
絶
対
に
擁
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
れ
に
は
、
人
間
の
「
自
主
」
「
平
等
」
を
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト

教
が
十
九
世
紀
後
半
か
ら
中
国
に
本
格
的
に
流
入
し
て
き
た
こ
と
に

対
抗
す
る
意
味
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
「
自
主
」
「
平
等
」
は
、

無
条
件
で
プ
ラ
ス
の
価
値
を
持
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

で
す
が
、
儒
教
の
正
統
的
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
「
自
主
」
「
平
等
」

な
ど
と
い
う
考
え
が
蔓
延
す
る
と
、
道
徳
的
能
力
が
な
い
も
の
が
好

き
勝
手
に
行
動
し
て
社
会
的
な
混
乱
が
生
じ
、
結
局
、
一
般
庶
民
に

と
っ
て
も
不
幸
な
結
果
を
招
く
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
日
清
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
洋
務
運
動
的
な
改
革
が

必
ず
し
も
所
期
の
目
的
を
達
成
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

と
、
そ
れ
ま
で
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
改
革
を
行
う
こ
と
が
必
要

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
抱
く
人
々
が
一
部
に
出
て
く
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
中
、
康
有
為
は
、
「
三
綱
」
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
を
墨

守
す
る
中
国
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
自
主
」
「
平
等
」
を
目
指
す
西
洋

の
方
が
、
本
来
の
儒
教
の
教
え
に
合
致
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
軍

事
面
や
工
業
面
や
科
学
技
術
の
み
で
な
く
、
政
治
制
度
や
社
会
倫
理

に
つ
い
て
も
西
洋
に
倣
っ
た
改
革
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
論
じ
、

こ
う
し
た
考
え
方
が
、
．
日
清
戦
争
後
の
社
会
的
風
潮
と
相
倹
っ
て
、

「
戊
戌
の
変
法
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
厳
密
に
い

う
と
、
こ
う
し
た
言
い
方
は
や
や
正
確
さ
を
欠
く
も
の
で
す
が
、
大
ま
か
な

方
向
性
と
し
て
は
こ
う
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
）
。

　
で
は
、
西
洋
に
倣
っ
た
改
革
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
康
有
為
の

「
本
来
の
儒
教
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
？
　
そ
の
点

に
つ
い
て
、
彼
の
著
作
の
中
で
も
最
も
有
名
な
『
新
学
偽
経
考
』
、

『
孔
子
改
制
考
」
、
『
大
同
書
』
の
三
つ
を
中
心
に
簡
単
に
見
て
ゆ
き

ま
し
ょ
う
。
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4

康
有
為
の
「
孔
教
」

ω
　
現
在
の
儒
教
は
ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
ー
『
新
学
偽
経
考
』

　
『
新
学
偽
経
考
』
は
、
一
八
九
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
著
作
で
す
。

そ
の
中
で
康
有
為
は
、
中
国
で
は
二
千
年
に
わ
た
っ
て
、
「
偽
経
」

（
偽
の
経
典
）
に
根
拠
を
置
い
た
ニ
セ
モ
ノ
の
儒
教
が
蔓
延
し
て
き
た

と
強
調
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
儒
教
の
経
典
の
成
立
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
現
在
残
っ
て
い
る
儒
教
の
経
典
は
、

孔
子
の
昔
か
ら
、
現
在
と
同
じ
形
の
ま
ま
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
現
在
の
テ
キ
ス
ト
に
確
定
さ
れ
る
ま
で

に
は
、
色
々
と
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
す
。

　
大
ま
か
な
こ
と
だ
け
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
ま
ず
第
一
に
、
儒

教
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
孔
子
は
、
『
論
語
」
「
述
而
篇
」
に
「
述

べ
て
作
ら
ず
」
、
つ
ま
り
、
先
人
の
優
れ
た
教
え
を
祖
述
す
る
の
み

で
、
新
し
い
も
の
を
創
作
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
言
葉
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
儒
教
の
経
典
の
基
本
的
な
部

分
は
、
孔
子
が
、
孔
子
以
前
の
文
献
を
継
承
し
、
そ
れ
を
編
集
し
て

完
成
し
た
も
の
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
経
典
は
、
中
国
全
土
を
初
め
て
統

一
し
た
秦
の
始
皇
帝
が
反
儒
教
的
な
政
策
を
採
り
、
有
名
な
「
焚
書
」

を
実
行
し
た
た
め
一
旦
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
秦
が
滅
ん
で
漢

の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
長
老
の
学
者
た
ち
が
記
憶
し
て
い
た
経
典

の
文
言
を
聞
き
取
っ
て
文
字
化
し
、
か
な
り
の
部
分
が
復
活
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
こ
の
時
作
ら
れ
た
経
典
は
、
当
時
一
般
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

れ
て
い
た
文
字
で
書
か
れ
た
の
で
、
「
今
文
経
」
と
い
う
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
孔
子
の
旧
宅
の
壁
の
中
な
ど
か
ら
、
秦
以

前
の
経
典
（
当
時
の
書
籍
は
紙
で
は
な
く
、
木
簡
・
竹
簡
な
ど
に
記
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
壁
の
中
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
あ
り

ま
せ
ん
）
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
元
に
し
た
と
い
う
新
し
い
経
典
が

出
現
し
て
き
ま
し
た
（
こ
れ
ら
の
経
典
は
、
そ
の
元
に
な
っ
た
も
の
が
秦

以
前
の
古
い
文
字
を
使
っ
て
書
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
「
古
文
経
」
と

い
い
ま
す
。
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
頂
き
た
い
の
は
、
「
古
文
経
」
と
「
今

文
経
」
な
ど
と
い
う
と
、
「
古
文
経
」
の
方
が
古
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、

実
際
に
は
、
「
古
文
経
」
の
方
が
世
に
出
た
時
期
は
遅
い
と
い
う
こ
と
で
す
）
。

　
「
今
文
経
」
も
「
古
文
経
」
も
同
じ
儒
教
の
経
典
で
す
か
ら
、
本

来
は
同
じ
内
容
の
は
ず
で
す
が
、
実
際
に
は
、
「
今
文
経
」
し
か
な

い
経
典
、
「
古
文
経
」
し
か
な
い
経
典
が
存
在
し
ま
す
。
例
え
ば
、

『
春
秋
公
羊
伝
』
な
ど
は
今
文
経
の
み
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
『
周
礼
』

な
ど
は
古
文
経
の
み
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
同
じ
経
典
に
つ

い
て
の
解
釈
も
、
双
方
の
間
で
対
立
が
あ
り
ま
す
。

　
か
く
し
て
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
儒
学
者
の
間
で
「
今

文
派
」
と
「
古
文
派
」
が
対
立
抗
争
を
繰
り
広
げ
ま
す
が
、
最
終
的

に
は
、
中
国
学
術
史
上
最
大
の
訓
詰
学
者
と
さ
れ
る
鄭
玄
（
一
二
七

～
二
〇
〇
）
が
、
今
文
派
の
説
を
一
部
取
り
入
れ
つ
つ
、
古
文
派
の

説
を
中
心
と
し
て
そ
の
後
の
経
学
の
基
本
を
確
立
し
、
以
後
の
儒
教
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は
、
基
本
的
に
は
「
古
文
派
」
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
な
り
、
「
今

文
派
」
は
衰
退
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
清
代
に
入
っ
て
、
一
部
で
『
春
秋
公
羊
伝
』
こ
そ
が
儒

教
の
正
統
の
教
え
を
伝
え
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
「
今
文
派
」
が
復

活
し
て
き
ま
す
。
高
校
の
世
界
史
の
教
科
書
で
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ

は
「
公
羊
学
派
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
「
社
会
改

革
へ
の
志
向
が
強
い
」
と
い
う
側
面
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
と
と
も
に
、
儒
教
の
経
典
に
対
す
る
態
度
と
し
て
は
、
経
典
の
細

か
な
字
句
に
こ
だ
わ
る
よ
り
も
、
経
典
の
文
の
中
に
こ
め
ら
れ
た
聖

人
の
意
図
を
重
視
す
る
、
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

康
有
為
は
こ
う
し
た
「
今
文
派
」
「
公
羊
学
派
」
の
考
え
方
を
受
け

継
ぎ
、
そ
れ
を
極
端
に
推
し
進
め
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　
康
有
為
の
『
新
学
偽
経
考
』
に
お
け
る
第
一
の
主
張
は
、
「
古
文

経
」
は
「
偽
経
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
当
時
の
儒
教
は
真
っ
赤

な
ニ
セ
モ
ノ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
大
ま
か
に

い
っ
て
以
下
の
通
り
で
す
。

　
ま
ず
彼
は
、
秦
の
「
焚
書
」
は
、
政
府
に
よ
る
「
情
報
の
独
占
」

を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
間
の
書
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、

宮
廷
に
所
蔵
さ
れ
た
書
ま
で
が
廃
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
文
字

化
さ
れ
て
い
た
儒
教
の
経
典
が
「
焚
書
」
に
よ
っ
て
全
て
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
と
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
儒
教
の

教
義
は
全
て
が
文
字
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
「
秘

伝
」
は
、
代
々
師
弟
の
間
で
「
口
説
」
の
形
で
継
承
さ
れ
て
い
た
の

で
、
「
焚
書
」
は
儒
教
の
教
義
の
伝
承
に
壊
滅
的
打
撃
を
与
え
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
し
、
以
上
の
点
か
ら
、
「
今
文
経
」
の
中
に
は
、

本
来
の
儒
教
の
教
義
が
十
全
な
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
ま

す
。　

さ
ら
に
、
康
有
為
は
、
「
古
文
経
」
は
、
劉
歌
（
？
～
後
二
三
）
が
、

王
葬
（
前
四
五
～
後
二
三
）
の
帝
位
纂
奪
を
助
け
る
た
め
に
偽
造
し
た

も
の
に
他
な
ら
ず
、
さ
ら
に
劉
歌
は
、
そ
の
偽
造
の
痕
跡
を
隠
蔽
す

る
た
め
に
、
様
々
な
歴
史
書
を
も
改
窟
し
た
と
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
な
ぜ
、
劉
歌
が
経
典
の
偽
造
と
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
が

で
き
た
で
き
た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
劉
款
は
、

父
の
劉
向
（
前
七
七
～
前
六
）
と
と
も
に
、
漢
の
宮
廷
の
図
書
館
の

書
籍
の
整
理
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
（
そ
の
成
果
が
、
中
国
最
初
の
図
書

目
録
で
あ
る
『
七
略
』
で
す
）
、
い
わ
ば
、
当
時
の
中
国
最
大
の
図
書

館
の
蔵
書
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
る
立
場
に
い
た
人
物
な

の
で
、
悪
意
を
持
っ
て
書
籍
を
偽
造
し
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も

偽
造
で
き
た
は
ず
だ
、
と
い
う
よ
う
に
康
有
為
は
考
え
て
い
る
わ
け

で
す
。

　
か
く
し
て
、
康
有
為
は
、
劉
敵
以
後
の
儒
教
は
、
実
は
「
新
学
」

（「

V
し
い
学
問
」
で
は
な
く
、
王
葬
の
「
新
」
と
い
う
王
朝
の
た
め
の
学
問
）

で
あ
り
、
中
国
で
は
二
千
年
間
に
わ
た
っ
て
ニ
セ
モ
ノ
の
儒
教
が
跳

梁
践
雇
し
、
儒
教
の
本
来
の
教
え
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
わ

け
で
す
。

　
そ
う
な
る
と
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
劉
歌
の
陰
謀
に
よ
っ
て

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
儒
教
の
本
来
の
教
え
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
代
表
的
な
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著
作
が
『
孔
子
改
制
考
』
で
す
。

②
　
儒
教
は
全
て
孔
子
の
創
作
で
あ
る
i
『
孔
子
改
制
考
』

　
通
常
、
孔
子
と
い
う
人
物
は
、
先
に
も
『
論
語
』
を
引
き
ま
し
た

が
、
何
か
新
し
い
も
の
を
創
作
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
孔
子
以
前
に

理
想
的
な
治
世
を
実
現
し
た
「
聖
人
」
（
発
、
舜
、
萬
、
湯
、
文
王
、
武

王
、
周
公
）
が
築
い
た
文
化
遺
産
を
継
承
し
、
そ
れ
を
後
の
世
に
伝

え
た
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
康
有
為
は
、
儒
教
は
孔
子
が
全
て
創
作
し
た
も

の
だ
と
主
張
し
ま
す
（
従
っ
て
、
先
に
引
い
た
『
論
語
』
の
語
句
は
劉
歌

の
偽
造
に
よ
る
も
の
だ
と
し
ま
す
）
。
そ
の
主
張
を
明
確
に
示
し
た
書
物

が
、
『
孔
子
改
制
考
』
（
一
八
九
八
年
出
版
、
た
だ
し
、
編
集
は
一
八
九
二

年
頃
か
ら
）
で
す
。

　
『
孔
子
改
制
考
』
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
尭
舜
以
下
の
聖
人

た
ち
が
実
現
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
唐
虞
三
代
」
の
理
想
的
な
治
世

は
、
実
は
歴
史
的
事
実
で
な
く
、
い
ず
れ
も
乱
世
に
生
ま
れ
た
孔
子

が
自
分
自
身
の
改
革
の
理
想
を
投
影
し
て
作
り
出
し
た
「
創
作
」

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
と
さ
れ
ま
す
。

　
で
は
、
な
ぜ
孔
子
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
と
い
う
と
、
人

間
は
、
一
般
的
性
質
と
し
て
、
過
去
の
歴
史
的
事
実
に
権
威
を
感
じ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
改
革
の
理
想
を
抽
象
的
な
理
論
と
し

て
提
示
す
る
よ
り
も
、
過
去
の
歴
史
的
事
実
に
仮
託
し
て
提
示
し
た

方
が
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
か
ら
だ
と
し
ま
す
（
こ
う
し

た
手
法
を
「
託
古
改
制
」
と
い
い
ま
す
）
。

　
そ
し
て
、
康
有
為
は
、
こ
の
よ
う
な
「
託
古
改
制
」
の
手
法
は
、

孔
子
の
み
で
な
く
、
孔
子
と
同
時
代
の
諸
子
百
家
の
様
々
な
思
想
家

も
用
い
て
い
た
と
し
ま
す
が
、
教
義
の
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
孔

子
の
教
え
こ
そ
が
圧
倒
的
に
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
唯
一
絶
対
の
も

の
だ
、
と
主
張
し
ま
す
。
（
た
だ
、
康
有
為
が
、
孔
子
と
諸
子
百
家
が
同

じ
く
「
託
古
改
制
」
の
手
法
を
取
っ
た
と
主
張
し
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
、

康
有
為
の
主
観
的
意
図
に
反
し
て
、
儒
教
や
孔
子
の
地
位
の
相
対
化
を
導
く

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
従
来
、
儒
教
が
諸
子
百
家
の
学

説
よ
り
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
理
由
は
、
孔
子
が
過
去
の
優
れ
た
聖
人
た
ち

の
文
化
遺
産
を
正
確
に
伝
承
し
て
い
る
と
い
う
「
事
実
」
に
基
づ
く
も
の
だ

っ
た
た
め
で
あ
り
、
も
し
も
そ
れ
が
孔
子
の
「
託
古
改
制
」
に
よ
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
諸
子
に
対
す
る
「
特
権
的
」
な
地
位
が
失
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
諸
子
百
家
と
同
じ
土
俵
で
比
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
『
孔
子
改
制
考
』
の

ロ
ジ
ッ
ク
の
持
つ
問
題
点
に
つ
い
て
は
深
入
り
し
ま
せ
ん
。
）

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
孔
子
の
「
改
革
の
理
想
」
は
ど
こ
に
書
か
れ
て

い
る
か
と
い
う
と
、
康
有
為
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
主
に
『
春
秋
』

の
「
微
言
大
義
」
を
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
と
主
張

し
ま
す
。

　
『
春
秋
』
と
は
、
儒
教
の
経
典
の
一
つ
で
、
元
々
は
孔
子
の
故
国

で
あ
る
魯
の
国
の
年
代
記
で
あ
っ
た
も
の
に
、
孔
子
が
手
を
加
え
た

と
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
『
春
秋
』
の
経
文
自
体
は
、
ご
く

簡
単
な
事
実
の
羅
列
で
す
が
、
そ
の
一
字
＝
子
に
孔
子
の
深
遠
な
考

え
方
（
即
ち
「
微
言
大
義
」
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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そ
れ
ゆ
え
、
『
春
秋
』
は
、
経
文
の
み
を
読
ん
で
も
そ
の
真
意
が

簡
単
に
は
分
か
ら
な
い
た
め
、
経
文
を
解
説
す
る
注
釈
書
で
あ
る

「
伝
」
が
、
経
典
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
通

常
、
経
典
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
「
三
伝
」
（
『
春
秋
公
羊
伝
』
『
春
秋

左
氏
伝
』
『
春
秋
穀
梁
伝
』
）
で
す
が
、
他
に
も
様
々
な
「
伝
」
が
存
在

し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
「
伝
」
の
中
で
、
康
有
為
は
、
『
春
秋
』
の
「
微
言
大

義
」
の
真
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
『
公
羊
伝
』
の
背
後
に
あ
る
孔
子
の
「
口
説
」
に

よ
る
教
え
を
文
字
化
し
た
も
の
が
、
董
仲
野
（
前
一
七
六
？
～
前
一
〇

四
？
）
の
『
春
秋
繁
露
』
や
何
休
（
一
二
九
～
一
八
二
）
の
『
春
秋
公

羊
伝
注
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
中
か
ら
康
有
為
が
読
み
取
っ
た
孔
子

の
学
説
の
中
で
、
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
が
「
三
世
説
」
で
す
。

　
「
三
世
説
」
と
は
何
休
の
注
の
中
に
出
て
く
る
説
で
、
簡
単
に
い

え
ば
、
世
界
は
「
拠
乱
（
衰
乱
）
世
↓
升
平
世
↓
太
平
世
」
と
い
う

三
段
階
を
経
て
、
進
歩
・
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
一
種
の
進
歩
史

観
で
あ
り
、
康
有
為
は
、
こ
れ
こ
そ
が
、
世
界
の
歴
史
の
方
向
を
正

し
く
予
言
し
た
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
ニ
セ

モ
ノ
の
儒
教
が
蔓
延
し
て
こ
う
し
た
孔
子
の
思
想
が
埋
没
し
た
た
め

に
、
歴
史
の
進
歩
発
展
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

元
々
は
遅
れ
て
い
た
西
洋
に
お
い
て
は
、
孔
子
の
予
言
し
た
社
会
の

進
歩
発
展
が
む
し
ろ
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
こ
の
主
張

を
さ
ら
に
進
め
て
い
け
ば
、
儒
教
的
基
準
か
ら
み
て
、
現
状
で
は
西

洋
の
方
が
中
国
よ
り
も
、
歴
史
の
発
展
段
階
と
い
う
点
で
は
先
に
進

ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
康
有
為
の
時
代
に
お
い
て
は
西
洋
の
方
が

「
中
華
」
、
中
国
は
む
し
ろ
「
夷
狭
」
で
あ
り
、
中
国
が
西
洋
に
倣
っ

て
改
革
を
実
行
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
が
導

か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
う
な
る
と
、
次
に
、
三
世
説
に
示
さ
れ
た
社
会
の
各
々
の
発
展

段
階
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発

展
の
最
終
段
階
に
当
た
る
理
想
的
な
社
会
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う

な
社
会
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
最
後
に
、

そ
の
点
に
つ
い
て
康
有
為
の
議
論
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

5

「
儒
教
」
的
ユ
ー
ト
ピ
ア

『
大
同
書
』

　
さ
て
、
康
有
為
は
、
「
三
世
説
」
こ
そ
世
界
の
歴
史
の
発
展
段
階

の
あ
り
方
を
孔
子
が
正
確
に
予
言
し
た
も
の
だ
と
主
張
し
ま
す
。
た

だ
、
最
初
の
段
階
の
「
拠
乱
世
」
が
未
発
達
な
混
乱
状
態
の
社
会
と

い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
が
、
そ
の
次
の
「
升
平
世
」
「
太
平
世
」

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
康
有
為
は
、
こ
れ
も
儒
教
の
経
典
で
あ
る

『
礼
記
』
の
「
礼
運
篇
」
に
記
述
の
あ
る
「
小
康
」
「
大
同
」
を
「
三

世
説
」
と
リ
ン
ク
さ
せ
、
「
升
平
世
」
は
「
小
康
」
、
「
太
平
世
」
は

「
大
同
」
に
相
当
す
る
と
主
張
し
ま
す
。

　
ま
ず
簡
単
に
「
大
同
」
「
小
康
」
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お

き
ま
す
と
、
「
大
同
」
と
は
、
尭
や
舜
の
時
代
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
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れ
て
お
り
、
「
大
い
な
る
道
」
が
行
わ
れ
、
「
天
下
為
公
」
（
こ
の
言
葉

は
孫
文
も
愛
用
し
て
い
ま
し
た
）
の
状
態
の
社
会
だ
と
さ
れ
ま
す
。
政

治
的
リ
ー
ダ
ー
は
世
襲
で
は
な
く
、
能
力
の
優
れ
た
者
が
そ
の
職
を

担
当
し
、
狭
い
意
味
で
の
家
族
は
存
在
せ
ず
、
私
有
財
産
も
利
己
的

な
欲
望
も
な
く
、
そ
の
た
め
、
窃
盗
な
ど
の
犯
罪
も
起
こ
ら
な
い
、

と
さ
れ
る
理
想
的
社
会
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
小
康
」
は
、
「
三

代
（
夏
股
周
）
」
の
時
代
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、
「
大
い
な

る
道
」
が
失
わ
れ
、
「
天
下
為
家
」
と
な
っ
た
社
会
だ
と
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
社
会
の
支
配
層
は
世
襲
に
よ
っ
て
地
位
を
継
承
し
、
社
会

は
家
族
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
、
私
有
財
産
や
利
己
的
欲
望
が
存

在
す
る
の
で
、
「
礼
義
」
に
よ
っ
て
秩
序
を
維
持
し
、
そ
れ
に
違
反

す
る
者
は
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
社
会
で
す
。

　
従
来
の
儒
教
で
は
、
大
同
は
は
る
か
昔
に
実
現
し
て
い
た
黄
金
時

代
、
小
康
は
そ
の
次
に
や
っ
て
き
た
時
代
で
、
大
同
ほ
ど
素
晴
ら
し

い
時
代
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
優
れ
た
秩
序
が
実
現
し
て
い
た
時

代
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
中
国
は
、
時
代
に
よ

っ
て
差
は
あ
る
も
の
の
、
小
康
よ
り
も
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
時
代
が

続
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
康
有
為
は
、
こ
の
大
同
や
小
康
と
い
う
の
は
、

孔
子
が
世
界
の
進
歩
発
展
の
あ
り
方
を
予
言
し
た
も
の
だ
と
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
康
有
為
は
、
孔
子
は
単
な
る
学
者
と
い
う
よ
り
も
、
宗
教

的
な
能
力
を
持
っ
た
一
種
超
自
然
的
な
存
在
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
康
有
為
は
、
予
言
者
孔
子
は
、
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発

展
段
階
に
相
応
し
い
倫
理
・
政
治
制
度
を
予
め
制
作
し
た
と
も
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
相
応
し

い
倫
理
・
政
治
制
度
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
従
来
の
儒
教
は
、
あ

く
ま
で
「
小
康
」
時
代
を
め
ざ
す
の
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
孔
子

は
、
「
大
同
」
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
「
自
主
」
「
平
等
」
に
基
づ
く

倫
理
・
制
度
を
構
想
し
て
い
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
の
流

れ
が
「
太
平
世
」
に
進
み
つ
つ
あ
る
時
代
に
、
旧
来
の
儒
教
道
徳
を

絶
対
視
す
る
の
は
大
き
な
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
歴
史
の
発
展
の
最
終
段
階
と
し
て
「
自
主
」
「
平
等
」

が
完
全
に
実
現
し
て
い
る
「
大
同
」
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。
康
有
為
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
大
同
書
』
と
い
う
著

作
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
最
後
に
『
大
同
書
』
に
描
か
れ
た

「
大
同
」
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。　

康
有
為
は
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
「
大
同
」
社
会
の
具
体
的
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
を
文
字
化
し
た
原
稿
が
一
八

九
〇
年
代
初
頭
に
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
現
在
の

『
大
同
書
』
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
の
は
、
　
一
九
〇
一
～
二
年
頃
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
康
有
為
自
身
は
、
当
時
は
ま
だ
世
界
の
進
歩
の
究
極
段
階

で
あ
る
「
大
同
」
を
論
ず
る
に
は
早
す
ぎ
る
の
で
、
『
大
同
書
』
を

公
け
に
す
る
と
社
会
を
混
乱
に
陥
ら
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
公

開
を
な
か
な
か
許
可
せ
ず
、
結
局
、
そ
の
一
部
が
発
表
さ
れ
た
の
は

一
九
＝
二
年
、
さ
ら
に
、
全
体
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
康
有
為
の
死

後
の
一
九
三
五
年
で
し
た
。
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さ
て
、
康
有
為
が
『
大
同
書
』
の
中
で
描
く
「
大
同
世
界
」
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
既
存
の
儒
教
道
徳
と
は
全

く
か
け
離
れ
た
世
界
で
す
。

　
ま
ず
、
康
有
為
は
、
基
本
的
前
提
と
し
て
、
人
類
社
会
の
進
歩
・

発
展
と
は
、
「
苦
」
の
減
少
、
「
楽
」
の
増
加
に
他
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
そ
し
て
、
人
間
世
界
の
中
に
な
ぜ
「
苦
」

が
あ
る
か
と
い
う
と
、
本
来
「
一
体
」
で
あ
る
は
ず
の
衆
生
の
中
に

「
界
」
（
区
別
、
差
別
）
が
立
て
ら
れ
て
い
る
た
め
だ
と
し
ま
す
〔
具
体

的
に
は
、
国
界
、
家
界
、
種
界
（
1
ー
人
種
の
違
い
）
な
ど
〕
。
よ
っ
て
、

「
大
同
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
「
界
」
が
解
消
し
た
状
態
に
ほ
か
な
ら

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
（
ち
な
み
に
、
康
有
為
は
、
「
界
」
の
解
消
は
、

「
革
命
」
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
漸
進
的
に
実
現
す
る
と
想
定
し
て
い
ま

す
）
。

　
例
え
ば
、
「
国
界
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
大
同
」
に
お
い
て
は
、

全
世
界
が
一
つ
の
「
公
政
府
」
の
統
治
下
に
入
り
、
「
国
家
」
は
消

滅
し
、
政
府
に
は
議
長
・
統
領
・
帝
王
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
「
公
挙
」

さ
れ
た
議
員
の
み
が
存
在
し
、
議
員
た
ち
の
合
議
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ

る
施
策
が
決
定
さ
れ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
「
家
界
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
男
女
の
愛
情
は
永
久

に
続
く
も
の
で
は
な
く
、
時
間
が
経
過
す
れ
ば
飽
き
が
来
る
の
は
自

然
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
関
係
を
永
続
し
よ
う
と
す
る
の
は
人

間
の
自
然
な
あ
り
方
に
反
す
る
と
し
た
上
で
、
「
大
同
」
の
世
で
は
、

夫
婦
関
係
は
一
年
毎
に
更
新
さ
れ
、
子
供
は
「
育
嬰
院
」
等
の
公
の

機
関
で
養
な
わ
れ
る
の
で
、
「
家
」
の
必
要
は
な
く
な
る
と
さ
れ
ま

す
。
そ
の
後
も
、
教
育
や
職
業
の
配
分
は
す
べ
て
公
の
機
関
に
よ
っ

て
な
さ
れ
、
ま
た
、
死
後
も
「
墓
」
な
ど
は
作
ら
ず
、
死
体
を
火
葬

に
し
て
、
肥
料
な
ど
に
用
い
る
の
で
、
「
家
」
の
痕
跡
は
全
く
存
在

し
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
点
は
、
従
来
の
「
孝
」
を
最
も
基
本
的
な
徳
目
と
す
る
儒
教

道
徳
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
康
有
為
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、

体
碗
（
肉
体
）
と
霊
魂
か
ら
構
成
さ
れ
、
霊
魂
こ
そ
が
人
間
の
本
質

を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
「
仁
」
「
不
忍
人
之
心
」
「
以
太

（
エ
ー
テ
ル
）
」
「
電
」
と
も
表
現
さ
れ
、
原
理
的
に
は
全
宇
宙
と
繋
が

っ
て
い
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
体
醜
は
父
母
か
ら
与
え
ら
れ

る
が
、
霊
魂
は
「
天
」
か
ら
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

意
味
で
、
人
は
「
天
」
の
子
と
し
て
、
本
来
す
べ
て
平
等
で
あ
り
、

子
供
は
父
母
が
私
有
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
も
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、
従
来
、
儒
教
道
徳
の
基
本
と
さ
れ
て
き
た
「
孝
」
は
、

「
家
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
父
母
が
子
供
を
養
育
し
て
い
る
時
代

に
限
定
的
な
徳
目
で
、
父
母
が
養
育
し
て
く
れ
た
「
恩
義
」
に
対
す

る
返
礼
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
「
家
」
が
無
く
、
父
母
か
ら
養
育

の
恩
義
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
「
大
同
」
の
世
で
は
、
そ
も
そ
も

「
孝
」
の
必
要
性
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
論
じ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
「
種
界
」
に
つ
い
て
康
有
為
は
、
人
種
に
よ
る
容
貌
の
違
い

が
あ
る
と
、
彼
我
の
差
別
の
心
が
生
じ
る
の
で
な
か
な
か
「
大
同
」

は
実
現
し
に
く
い
と
し
た
上
で
、
現
在
は
「
白
種
」
が
世
界
を
牛
耳

っ
て
い
る
が
、
「
黄
種
」
も
そ
の
人
数
・
能
力
で
は
劣
っ
て
お
ら
ず
、

居
住
環
境
や
飲
食
物
の
改
良
や
通
婚
に
よ
っ
て
、
近
い
う
ち
に
「
白
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種
」
と
同
じ
よ
う
に
な
り
う
る
と
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
劣
種
」
で

あ
る
「
黒
種
」
な
ど
も
、
同
様
の
手
段
で
、
長
い
時
間
を
か
け
れ
ば

「
人
種
改
良
」
可
能
だ
が
、
「
性
情
太
悪
」
「
状
貌
太
悪
」
「
有
疾
」
な

も
の
は
、
薬
に
よ
っ
て
断
種
を
実
行
す
べ
き
だ
と
も
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
「
大
同
」
の
世
で
は
、
鉱
物
等
を
利
用
し
た
栄
養
剤
が

発
達
し
、
動
物
を
食
料
と
す
る
必
要
が
無
く
な
る
の
で
殺
生
も
行
わ

れ
な
く
な
る
と
い
っ
た
夢
を
語
り
、
さ
ら
に
「
大
同
」
の
究
極
に
お

い
て
は
、
「
神
魂
」
を
養
う
こ
と
に
よ
り
、
地
球
を
脱
し
て
他
の
星

に
遊
ぶ
「
天
游
」
の
境
地
に
達
す
る
と
い
っ
た
、
い
さ
さ
か
「
オ
カ

ル
ト
」
的
な
こ
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
康
有
為
は
こ
の
よ
う
な
形
で
、
大
同
の
社
会
の
具
体
的
イ

メ
ー
ジ
を
示
し
、
こ
れ
こ
そ
人
間
の
苦
し
み
の
無
い
理
想
的
社
会
だ

と
自
信
満
々
で
主
張
し
ま
す
が
、
我
々
が
考
え
た
場
合
、
は
た
し
て

こ
う
し
た
「
全
体
主
義
」
的
な
社
会
は
楽
し
い
社
会
な
の
か
ど
う
か

甚
だ
疑
問
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
恐
ら
く
、
康
有
為
に
言
わ
せ
れ

ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
は
お
前
が
今
の
社
会
の
も
の
の
見
方
に

囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
は
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
、
私
個
人
と
し
て
は
、
こ
の
大
同
社
会
が
、
あ
ま
り
素
晴
ら

し
い
社
会
で
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
の
は
確
か
で
す
。

　
さ
て
、
以
上
、
康
有
為
の
思
想
に
つ
い
て
、
簡
単
に
そ
の
エ
ッ
セ

ン
ス
だ
け
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
最
初
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、

康
有
為
は
、
一
般
的
に
は
、
ま
ず
第
一
に
「
戊
戌
の
変
法
」
を
主
導

し
た
改
革
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
改
革
の
背

後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
独
特
の
思
想
が
潜
ん
で
い
ま
し
た
。
実
は
、

中
国
の
近
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
個
性
的
な
思
想
家
が
、
他
に
も
大

勢
い
て
、
彼
ら
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
と
、
大
変
興
味
深
い
の
で
す

が
、
ど
う
も
今
の
日
本
で
は
、
こ
う
し
た
思
想
家
た
ち
に
対
し
て
あ

ま
り
関
心
が
持
た
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
も
し
、
今
日
の
話
を
聞

い
て
、
少
し
で
も
面
白
そ
う
だ
な
と
思
っ
て
興
味
を
持
っ
て
下
さ
る

方
が
い
れ
ば
、
今
日
の
お
話
の
目
的
は
達
し
た
と
言
え
る
か
と
思
い

ま
す
。
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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