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《
二
〇
一
五
年
十
一
月
二
十
七
日
開
催　

講
演
会
「
世
界
の
中
の
日
本 

第
四
回
」
要
旨
》

「
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
」
安
藤
昌
益
か
ら
見
た
日
本
の
現
代
社
会

ロ
マ
ン
・
パ
シ
ュ
カ

1　

今
に
し
て
安
藤
昌
益

１
・
１　

安
藤
昌
益
と
の
出
会
い

な
ぜ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
私
が
安
藤
昌
益
の
研
究
を
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
ま
ず
最
初
に
簡
単
に
自
己
紹

介
を
し
、
そ
の
あ
と
安
藤
昌
益
と
い
う
人
物
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
説

明
し
た
い
と
思
う
。

私
は
中
学
校
の
時
か
ら
外
国
語
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
高
校
の

時
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
専
攻
の
特
別
な
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ク
ラ
ス
に

入
っ
た
。
文
学
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ

ギ
リ
ス
の
文
学
作
品
を
頻
繁
に
読
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
中
、
高
校
1
年

生
の
時
に
偶
然
に
ル
ー
マ
ニ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
、
あ
る
日
本
文
学
の

作
品
に
出
合
っ
た
。
そ
の
作
品
を
読
ん
で
み
た
ら
、「
あ
！
こ
れ
は
面

白
い
！
こ
れ
は
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
！
」
と
思
っ
た
の

が
き
っ
か
け
に
な
り
、
日
本
語
の
勉
強
を
は
じ
め
よ
う
と
決
心
し
た
。

そ
れ
は
、
井
上
靖
の
『
猟
銃
』
と
い
う
短
編
小
説
だ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
訳
だ
っ
た
が
、
日
本
語
か
ら
の
直
訳
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
語
を
媒
介
と
し
た
重
訳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
夏
に

高
校
を
卒
業
し
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
首
都
に
あ
る
ブ
カ
レ
ス
ト
大
学
に
入

学
し
日
本
語
・
英
語
ダ
ブ
ル
専
攻
の
ク
ラ
ス
に
入
っ
た
。
大
学
1
年
生

の
時
、
日
本
の
古
典
文
学
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
卒
業
論
文
は
『
源
氏

物
語
』
に
お
け
る
女
主
人
公
に
つ
い
て
書
い
た
。
在
学
中
に
古
典
文
学

の
み
な
ら
ず
、
近
代
文
学
や
現
代
文
学
な
ど
、
色
々
な
時
代
の
、
色
々

な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
作
品
を
読
み
続
け
た
。

学
部
を
卒
業
し
て
そ
の
ま
ま
大
学
院
、
修
士
課
程
と
博
士
課
程
に
進

学
し
た
が
、
博
士
論
文
は
文
学
で
は
な
く
、
安
藤
昌
益
と
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
思
想
の
比
較
に
つ
い
て
書
い
た
。
な
ぜ
文
学
か
ら
安
藤
昌
益
思

想
の
世
界
に
移
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
の
ち
ほ
ど
詳
し
く
説

明
す
る
が
、
こ
こ
で
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
皆
様
と
同
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様
、
私
も
日
本
語
学
習
者
、
日
本
語
教
師
、
日
本
研
究
者
な
ど
と
い
っ

た
様
々
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
が
、
私
の
中
で
こ
れ
ら
の
側
面
を
貫
く

の
が
文
学
で
あ
る
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
文
学
が
好
き
で
日
本
語
の

勉
強
を
は
じ
め
、
文
学
が
好
き
で
安
藤
昌
益
の
研
究
を
は
じ
め
る
、
と

い
う
流
れ
に
な
る
。

さ
て
、
安
藤
昌
益
と
い
う
人
物
と
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
か
と
い
う

と
、
実
は
そ
の
き
っ
か
け
も
文
学
だ
っ
た
。Philippe Forest

と
い

う
フ
ラ
ン
ス
人
の
作
家
が
「Sarinagara

」
と
い
う
小
説
を1111

年

に
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
以
下
の
小
林
一
茶
の
一
句
に
イ

ン
ス
パ
イ
ヤ
さ
れ
た
ら
し
い
。

　
　

霧
の
世
は　

霧
の
世
な
が
ら　

さ
り
な
が
ら

Forest

氏
は
「
さ
り
な
が
ら
」
と
い
う
単
語
が
気
に
な
り
、
小
林

一
茶
、
夏
目
漱
石
、
山
端
庸
介
の
三
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
い
た
小
説

を
書
こ
う
と
思
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
説
の
一
節
を
説
明
す

る
た
め
の
作
者
注
が
あ
り
、
そ
の
中
に
農
本
主
義
（physiocratie
）

に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
。
農
本
主
義
と
は
何
か
と
調
べ
て
み
た

ら
、
そ
の
特
徴
と
し
て
は
「
富
の
唯
一
の
源
泉
は
農
業
で
あ
る
」
と
い

う
考
え
方
で
あ
り
、
農
本
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
思
想
家
は
自
由
放
任

（laissez-faire

）
の
立
場
を
主
張
し
、
結
局
そ
の
思
想
が
イ
ギ
リ
ス
に

も
渡
り
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
農
本
主
義
に
つ
い
て
の
あ
る
論
文
を
読
ん
だ
ら
、
そ
の

中
に
安
藤
昌
益
も
農
本
主
義
の
思
想
家
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
っ

た
。
そ
の
時
に
初
め
て
、「
安
藤
昌
益
」
と
い
う
名
前
を
知
っ
た
。
そ

こ
か
ら
昌
益
を
研
究
し
始
め
、
そ
れ
が
徐
々
に
面
白
く
な
っ
て
い
き
、

博
士
論
文
で
安
藤
昌
益
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
比
較
を
す
る
こ
と
に

至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
論
文
で
安
藤
昌
益
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想

に
お
け
る
「
自
然
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
書
い
た
が
、
そ
の
中
で
も

特
に
「
人
間
」
と
「
自
然
」
と
の
関
係
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
た
。

１
・
２　
「
大
思
想
家
あ
り
」

明
治
時
代
の（111

年
に
高
校
の
教
員
だ
っ
た
狩
野
亨
吉
先
生
が
あ

る
古
本
屋
で
『
自
然
真
営
道
』
と
い
う
書
籍
を
発
掘
す
る
。
そ
の
時
点

で
、
安
藤
昌
益
や
『
自
然
真
営
道
』
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
だ
れ
も
何
も

知
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
狩
野
先
生
が
『
自
然
真
営
道
』
を
は
じ
め

安
藤
昌
益
の
著
を
全
部
購
入
し
、
そ
の
思
想
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
、

そ
し
て（111

年
に
「
大
思
想
家
有
り
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
初
め
て

安
藤
昌
益
に
つ
い
て
『
内
外
教
育
評
論
』
に
論
文
を
出
す
。
そ
の
中

で
、
狩
野
先
生
が
安
藤
昌
益
の
こ
と
を
農
本
主
義
の
思
想
家
と
し
て
紹

介
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
当
時
の
東
京
帝
国
大
学
が（111

年
の
1
月

に
狩
野
先
生
か
ら
安
藤
昌
益
の
書
籍
を
す
べ
て
購
入
し
、
付
属
図
書
館

で
保
管
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
半
年
後
、
1
月
の
関
東
大
震
災
で
図
書
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館
で
も
火
事
が
起
こ
り
、
貸
出
中
だ
っ
た
（1
巻
を
除
い
て（1（

巻
あ
っ

た
安
藤
昌
益
の
著
が
全
焼
す
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
、『
自
然
真

営
道
』
や
『
大
序
巻
』
な
ど
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
安
藤
昌
益
が

書
い
た
も
の
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

狩
野
先
生
が
そ
の
後
も
安
藤
昌
益
の
研
究
を
続
け
て
い
る
が
、（111

年
に
『
安
藤
昌
益
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
初
め
て
安
藤
昌
益
に
つ
い
て

書
い
た
本
を
出
版
す
る
。
そ
の
次
に
、
戦
後
の（111

年
にE. 

H
erbert N

orm
an

と
い
う
カ
ナ
ダ
人
の
研
究
者
がA

ndo Shoeki 
and the A

natom
y of Japanese Feudalism

を
刊
行
し
、
そ
れ
が

（111

年
に
日
本
語
に
も
翻
訳
さ
れ
、『
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
：
安
藤
昌

益
の
こ
と
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
見
る
と
、
安
藤
昌
益
の
研
究
は
ま
だ
歴
史
が

浅
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
開
始
か
ら（11

年
ほ
ど
経
っ
て
い
る
が
、

英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
、
日
本
語
以
外
の
言
語
で
安
藤
昌
益
に
つ
い

て
書
か
れ
た
論
文
や
本
は
ま
だ
非
常
に
数
が
少
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も

様
々
な
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

２　

安
藤
昌
益
の
世
界

２
・
１　

安
藤
昌
益
と
い
う
人
物

こ
こ
か
ら
、
安
藤
昌
益
の
世
界
に
入
り
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
こ
の
安
藤
昌
益
と
い
う
人
物
は
だ
れ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
、（111

年
に
秋
田
藩
の
新
田
村
の

農
家
に
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
記
録
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
ど

の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
詳
細
が
分
か
ら
な

い
、
謎
の
人
物
で
あ
る
。
（1
歳
ぐ
ら
い
の
時
に
京
都
に
移
動
し
、
北
野

天
満
宮
で
修
行
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
た
め
、

禅
を
学
び
始
め
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と

同
時
に
、
禅
だ
け
で
は
な
く
儒
学
・
儒
教
、
そ
し
て
道
教
に
つ
い
て
も

学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。
昌
益
が
書
い
た
も
の
を
読

ん
で
み
る
と
、
仏
教
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
儒
学
や
道
教
の
こ
と
も
非

常
に
詳
し
く
、
い
ず
れ
も
修
行
し
た
は
ず
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
京

都
で
禅
を
学
び
始
め
る
が
、
途
中
で
や
め
、
医
学
の
修
行
を
は
じ
め

ロマン・パシュカ
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る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

（1
年
ぐ
ら
い
は
何
を
し
て
い
た
の
か
、
記
録
が
な
い
の
で
分
か
ら
な
い

状
態
で
あ
り
、
突
然
、（111

年
に
八
戸
に
移
住
し
開
業
医
と
な
る
。

（111
年
に
八
戸
藩
で
飢
饉
が
発
生
し
約1111

人
ぐ
ら
い
餓
死
す
る

が
、
昌
益
は
こ
の
出
来
事
も
経
験
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
既

に
村
の
人
た
ち
と
一
緒
に
生
き
て
生
活
し
て
い
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な

社
会
問
題
や
、
村
の
人
た
ち
の
葛
藤
な
ど
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
世
の
中
の
あ
り
方
や
「
自
然
」
と
「
人
」
と
の
関
係

な
ど
、
様
々
な
社
会
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

（111

年
に
『
自
然
真
営
道
』
や
『
東
道
真
伝
』
の
執
筆
に
と
り
か
か

り
、（111

年
に
11
歳
で
な
く
な
る
。

２
・
２　

安
藤
昌
益
の
思
想

安
藤
昌
益
の
思
想
に
お
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
自

然
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
「
自
然
」
と
い
う
単
語
は

英
語
の“

N
ature”

と
い
う
意
味
で
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
。「
自
然
」
と
は
「
自
ら
な
る
」
と
い
う
意
味
で
、
形
容
詞
、
あ
る

い
は
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
現
在
我
々
が
使
っ
て
い

る
「
自
然
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
当
た
る
も
の
と
し
て
は
、「
花
鳥
風
月
」、

「
山
川
草
木
」、「
山
河
大
地
」
な
ど
の
よ
う
な
単
語
が
よ
く
使
用
さ
れ

て
い
た
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
の
当
時
、「
自
然
」
と
い
う
も
の
を
人
間
に

対
す
る
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
総
体
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
花
鳥
風
月
」
や
「
山
川
草
木
」
の
よ
う
な
単

語
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
世
の
中
を
万
物
の
集
ま
り
と
し
て
捉
え

て
い
た
が
、
そ
れ
を
総
体
的
に
、
思
考
の
対
象
と
し
て
、「
自
然
」
と

い
う
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
安
藤

昌
益
が
登
場
す
る
。

昌
益
に
と
っ
て
「
自
然
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

自
然
ト
ハ
互
性
妙
道
ノ
号
ナ
リ
。
互
性
ト
ハ
何
ゾ
。
曰
ク
、
無

始
無
終
ナ
ル
土
活
真
ノ
自
行
、
小
大
ニ
進
退
ス
ル
ナ
リ
。
小
進

木
・
大
進
火
・
小
退
金
・
大
退
水
ノ
四
行
ナ
リ
。
自
リ
進
退
シ

テ
八
気
互
性
ナ
リ
。［
…
］
故
ニ
無
始
無
終
ナ
リ
。
是
レ
ガ
妙

道
ナ
リ
。
妙
ハ
互
性
ナ
リ
、
道
ハ
互
性
ノ
感
ナ
リ
。
是
レ
ガ
土

活
真
ノ
自
行
ニ
シ
テ
、
不
教
・
不
習
、
不
増
・
不
減
ニ
自
リ
然

ル
ナ
リ
。
故
ニ
是
レ
ヲ
自
然
ト
謂
フ
。

ま
と
め
て
み
る
と
、「
自
然
」
は
始
ま
り
も
な
け
れ
ば
終
わ
り
も
な

い
、「
無
始
無
終
」
の
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
存
在

で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
自
然
」
と
は
「
不
教
不
習
」、「
不
増
不
減
」
の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
成
を
詳
し
く
説
明
す
る
た
め
に
、「
転
定
」（
て

ん
ち
）、「
活
真
」（
か
っ
し
ん
）、「
直
耕
」（
ち
ょ
っ
こ
う
）
と
い
う
三
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つ
の
概
念
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
一
つ
だ
け
具
体
例
を

挙
げ
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
活
真
」（
か
っ
し
ん
／
い
き
て
ま
こ
と
）

と
い
う
概
念
は
、「
自
然
」
の
中
の
も
の
を
す
べ
て
動
か
し
て
い
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、「
て
ん
ち
」
は
普
段
「
天
地
」
と
表
記
す
る
が
、
昌
益
の

「
転
定
」（
て
ん
ち
）
は
既
存
の
概
念
で
あ
る
。
昌
益
は
「
天
地
」
と
い

う
表
記
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
、
そ
の
代
わ
り
に
「
転
定
」
と
い
う
書

き
方
を
提
案
す
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
転
が
っ
て
定
ま
る
」
と
書

く
と
、
や
は
り
「
自
然
」
と
い
う
も
の
、
世
の
中
の
流
動
性
、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
さ
が
よ
り
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
天

地
」
だ
と
、
固
定
さ
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
天
」
は
上
に
あ

り
、「
地
」
は
下
に
あ
る
が
、
そ
の
間
に
何
も
な
い
と
い
う
発
想
で
あ

る
。
昌
益
に
と
っ
て
も
「
て
ん
」
は
上
に
あ
り
「
ち
」
は
下
に
あ
る

が
、
そ
の
間
に
色
々
な
も
の
が
動
い
て
い
る
た
め
、「
転
定
」
と
い
う

表
記
の
方
が
相
応
し
い
。
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
、「
無
始
無
終
」

の
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、「
て
ん
」
と
「
ち
」
と
の
間
に
様
々
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
常
に
動
い
て
い
る
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、

「
活
真
」（
か
っ
し
ん
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
直
耕
」（
ち
ょ
っ
こ
う
）
と
い
う
概
念
も
登
場
す
る
が
、

「
直
耕
」
も
一
つ
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
、
昌
益
の
思
想
を
理
解
す
る
た

め
の
鍵
で
も
あ
る
。「
直
耕
」
と
は
、
文
字
を
見
る
と
「
直
接
耕
す
」

と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
実
は
「
耕
す
」
だ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

「
農
業
」
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
も
あ
る
が
、「
直
耕
」
と
い

う
概
念
は
傘
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
中
に
色
々
な
作
業
や
動
作
が
含

ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
畑
を
耕
す
の
も
「
直
耕
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
お
茶
を
淹
れ
る
、
料
理
を
作
る
な
ど
と
い
っ
た
作
業

も
「
直
耕
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
昌
益
に
と
っ
て
「
直
耕
」
と
は
「
直

耕
ノ
一
業
シ
テ
別
業
無
シ
」
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
も
鳥
も
魚
も
、
こ

の
世
の
中
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
独
自
の
「
直
耕
」
が
あ
る

は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
直
耕
」
の
形
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
が
、

最
も
広
い
意
味
で
捉
え
る
と
「
創
造
力
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
特

に
人
間
の
場
合
、
も
の
ご
と
に
つ
い
て
考
え
た
り
も
の
を
造
っ
た
り
す

る
力
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
互
性
」（
ご
せ
い
）
と
い
う

概
念
で
あ
る
。「
互
性
」
を
英
訳
す
る
と
「
互
」
は“

m
utual”

、「
性
」

は“
nature”

、
あ
る
い
は“

character”

に
な
る
が
、
両
方
合
わ
せ

る
と“

m
utual natures”

に
な
る
。
昌
益
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。活

真
ナ
ル
故
ニ
、
常
ニ
進
退
・
互
性
ニ
妙
行
シ
テ
、
一
息
止
ム

コ
ト
無
シ
。［
…
］
男
ノ
性
ハ
女
、
女
ノ
性
ハ
男
、
男
女
互
性

ニ
シ
テ
活
真
人
ナ
リ
。
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つ
ま
り
、
男
は
女
の
特
徴
、
女
の
マ
イ
ン
ド
も
持
っ
て
い
る
、
逆
に

女
は
男
の
特
徴
、
男
の
マ
イ
ン
ド
も
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
男
女
」
と
い
う
熟
語
は
普
段
「
だ
ん
じ
ょ
」

と
読
む
が
、
昌
益
は
「
ヒ
ト
」
と
読
む
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、「
だ
ん
／
じ
ょ
」、「
お
と
こ
／
お
ん
な
」、
別
々
の
存
在
と
し
て
捉

え
な
い
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
お
と
こ
」
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、「
お
ん
な
」
も
あ
る
、
そ
し
て
「
お
ん
な
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ

「
お
と
こ
」
も
あ
る
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

「
自
然
の
世
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
中
で
、
昌
益
は
「
自
然
の
世
」

に
対
す
る
、
も
う
一
つ
の
世
と
し
て
は
「
法
の
世
」（
ほ
う
の
よ
）
が

存
在
す
る
と
唱
え
て
い
る
。「
法
の
世
」
は
人
間
の
社
会
で
あ
り
、
毎

日
の
よ
う
に
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
階
級
社
会
、
つ
ま
り
大
名
や
武

士
な
ど
が
存
在
す
る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
法
の

世
」
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
批
判
す
る
た
め
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
自
然
真
営
道
』
に
は
寓
話
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
そ
の

中
に
鳥
た
ち
、
虫
た
ち
、
ま
た
は
魚
た
ち
が
集
ま
り
、「
法
の
世
」、
つ

ま
り
人
間
の
社
会
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
以
下
、
虫
の
寓
話
の
中
の
引

用
で
あ
る
。

故
ニ
、
人
ノ
法
世
ノ
大
ハ
小
ヲ
食
フ
序
ト
、
虫
世
ノ
大
ハ
小
ヲ

食
フ
序
ト
相
同
ジ
。
故
ニ
、
法
世
ノ
人
ノ
為
ル
処
ト
、
虫
類
ノ

為
ル
処
ト
、
又
相
同
ジ
。

「
人
の
法
世
（
ほ
う
せ
い
）
の
大
は
小
を
食
ふ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ

は
人
間
の
社
会
で
も
大
は
小
を
食
う
と
い
う
喩
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
虫
の
世
の
「
大
は
小
を
食
ふ
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
た

め
、
人
間
の
社
会
は
虫
の
世
と
同
じ
で
あ
る
。
昌
益
は
常
に
こ
の
よ
う

な
比
喩
や
メ
タ
フ
ァ
ー
を
使
用
し
、
人
間
の
社
会
を
批
判
し
て
い
る
。

昌
益
が
創
り
出
し
た
「
直
耕
」
と
い
う
概
念
に
触
れ
た
が
、「
か
っ

し
ん
」
も
同
様
で
あ
る
。「
て
ん
ち
」
と
は
既
存
の
概
念
で
す
が
、
そ

れ
に
対
し
て
昌
益
は
不
満
や
疑
問
を
覚
え
、
書
き
方
が
正
し
く
な
い
と

い
う
こ
と
で
他
の
書
き
方
を
提
案
す
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
実
は
言

語
そ
の
も
の
に
対
し
て
疑
問
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
昌
益
に

と
っ
て
は
、
昔
の
人
が
勝
手
に
文
字
を
作
り
、
そ
し
て
そ
の
文
字
で
も

の
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
人
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
字
を
使
い
始
め
た
こ
と
で
人
間
が

「
直
耕
」
の
道
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
文
字
が
あ
る
か
ら
こ
そ
階
級
社
会
が
で
き
て
し
ま
っ
た
、
文
字

が
あ
る
か
ら
こ
そ
支
配
者
と
非
支
配
者
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
で
き
た

と
い
う
思
想
で
あ
る
。

２
・
３　

安
藤
昌
益
は
ど
う
読
ま
れ
た
か

こ
こ
で
、
安
藤
昌
益
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
ど
の
よ
う

に
読
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
う
。
西
洋
の
研

究
者
が
書
い
た
論
文
や
本
を
見
る
と
、
非
常
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
、
独
創
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的
な
思
想
家
だ
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
だ
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
西
洋
の
研
究
者
で
初
め
て
安
藤
昌
益
に
つ
い
て
書

い
た
の
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
で
あ
る
が
、
ノ
ー
マ
ン
氏
は
安
藤

昌
益
の
こ
と
を
非
常
に
独
創
的
な
思
想
家
、
独
自
の
哲
学
シ
ス
テ
ム
を

創
り
だ
し
た
人
物
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
次
、（111

年
に

Y
asunaga T

oshinobu
と
い
う
日
本
人
の
研
究
者
が
執
筆
し
た

A
ndo Shoeki - Social and ecological philosopher

と
い
う
本
が

あ
る
が
、Y

asunaga

は
特
に
人
間
や
「
男
女
」（
ひ
と
）
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
家
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
。Y

asunaga

氏
の
本
の
一
つ
の
大
き
な
メ
リ
ッ

ト
は
、『
自
然
真
営
道
』
の
一
部
を
英
語
に
翻
訳
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
自
然
」
と
い
う
概
念
を
前
半
で
は“

self-
acting living truth”

と
翻
訳
し
、
後
半
で
は
統
一
せ
ず

“
spontaneous doing”

と
翻
訳
す
る
の
で
、
改
善
の
余
地
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

最
後
に
、Jacques Jolly

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
が
執
筆
し

た
本
も
紹
介
し
た
い
と
思
う
が
、Le naturel selon A

ndō Shōeki

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
で
あ
る
。
ジ
ョ
リ
ー
氏
に
よ
る
と
、
日
本
思
想

史
の
流
れ
の
中
で
安
藤
昌
益
が
初
め
て
「
自
然
」
と
い
う
も
の
を
総
体

的
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
、「
花
鳥
風
月
」
や

「
山
川
草
木
」
の
よ
う
に
、
様
々
な
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
捉

え
て
き
た
が
、
そ
れ
を
思
考
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
昌

益
が
初
め
て
「
自
然
」
を
考
え
る
こ
と
の
対
象
と
し
て
解
釈
し
、
総
体

的
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
、
日
本
思
想
史
で
非
常
に
大
き
な

位
置
を
占
め
て
い
る
思
想
家
で
あ
る
と
言
え
る
。

３　

安
藤
昌
益
か
ら
見
た
現
代
社
会

３
・
１　

貧
困
の
差

次
に
、「
安
藤
昌
益
と
現
代
社
会
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
こ

で
は
貧
困
の
差
、
男
女
の
平
等
、
そ
し
て
自
然
と
の
共
生
と
い
う
三
つ

の
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
昌
益
思
想
の
枠
組
み
の
中
で

考
え
て
み
た
い
。

最
近
、「
パ
ー
ト
」、「
非
正
規
雇
用
」、「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
ー
」
な

ど
の
よ
う
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
特
に

「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
ー
」
に
つ
い
て
は
働
い
て
は
い
る
が
実
は
プ
ア
ー

で
あ
る
と
い
う
、
非
常
に
厳
し
い
社
会
現
象
を
指
し
て
い
る
タ
ー
ム
で

あ
る
。
日
本
だ
け
で
は
な
く
他
の
先
進
国
も
抱
え
て
い
る
深
刻
な
社
会

問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
で
は
、
例
え
ば
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
ー
に
つ
い
て

安
藤
昌
益
か
ら
考
え
た
と
き
に
ど
う
な
る
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
昌
益
は
寓
話
の
中
で
「
大
は
小
を
食
う
」
と
は
そ

の
世
な
り
の
「
直
耕
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
人
間
が
そ
の
「
直

耕
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
人
間
が
作
っ
た
社
会
に
階
級
が



108

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昌
益
は
階
級
な
き
社
会
を
訴
え
て
い
る
と
う
い

う
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
自
然
の
中
に
い
ろ
い

ろ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
、具
体
例
を
挙
げ
る
と
「
通
気
」（
つ
う
き
）、

「
横
気
」（
お
う
き
）、
そ
し
て
「
逆
気
」（
ぎ
ゃ
っ
き
）
の
三
つ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
あ
る
と
昌
益
は
説
明
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
以
外
に
「
余

気
」（
よ
き
）
と
い
う
気
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
余
気
」
と
い
う

概
念
か
ら
、「
余
」（
よ
）、
余
る
も
の
に
つ
い
て
論
じ
始
め
る
。
例
え

ば
、
農
家
の
場
合
、
畑
を
耕
し
、
穀
物
や
野
菜
な
ど
を
作
り
そ
れ
を
食

べ
る
が
、
余
る
も
の
も
必
ず
あ
る
。「
余
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
海
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
漁
師
の
場
合
、
毎
朝
海
に
出
て
魚
を

獲
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
余
る
も
の
も
必
ず
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
農

家
の
余
っ
た
野
菜
と
、
漁
師
の
余
っ
た
魚
と
を
（
物
々
）
交
換
す
れ

ば
、
そ
れ
も
一
つ
の
「
直
耕
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
昌
益
の
考
え

て
い
る
「
自
然
の
世
」
の
中
に
金
銭
な
ど
意
味
が
な
い
か
ら
存
在
し
な

い
。現

代
社
会
の
問
題
を
考
え
る
と
、
金
銭
を
な
く
し
物
々
交
換
し
た
り

す
る
こ
と
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の

中
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
現
段
階
で
は
ど
の
よ
う
な
ヒ
ン
ト

か
具
体
的
に
言
え
な
い
が
、
こ
れ
を
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

３
・
２　

自
然
と
の
共
生

次
に
、
自
然
と
の
共
生
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
森
林
の

破
壊
」
や
「
大
気
汚
染
」
な
ど
、
経
済
発
展
と
と
も
に
自
然
破
壊
も
多

く
な
っ
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
安
藤
昌
益
の
思
想
で

は
、「
転
定
」
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
に
あ
り
、
常
に
動
い
て
い
る

わ
け
な
の
で
人
間
も
実
は
そ
の
真
ん
中
に
存
在
し
、
自
然
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
よ
う
な
立
場
に
な
い
。
人
間
も
「
自
然
の
世
」
の
一
部
に

過
ぎ
ず
、
人
間
も
世
の
中
の
一
つ
の
パ
ー
ツ
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
存
在
に
独
自
の
「
直
耕
」
が
あ
る
は
ず
だ

し
、
人
間
の
「
接
耕
」
は
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
、
自
然
を

破
壊
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
モ
ノ
を
過
剰
生
産
す
る
こ
と
で
も

な
い
。
こ
れ
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
非
常
に
近
い
考
え
方
で
あ
り
、
現
代

社
会
の
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
時
に
こ
の
よ
う
な
観
点
も
必
要

不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

３
・
３　

男
女
平
等

最
後
に
、
男
女
平
等
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
う
。
前
述

の
よ
う
に
、
昌
益
は
「
だ
ん
／
じ
ょ
」、「
お
と
こ
／
お
ん
な
」
で
考
え

る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
と
言
っ
て
る
が
、『
世
界
男
女
格
差
レ
ポ
ー
ト
』

（
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
、11（1

年
）
の
統
計
な
ど
を
見
る
と
男
女
の

格
差
が
最
も
少
な
い
国
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
日
本
は
世
界（1（

位
で
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
男
女
の
格
差
は
日
本

社
会
に
お
い
て
は
非
常
に
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
昌
益
の
「
ヒ
ト
」
と

い
う
概
念
を
援
用
し
「
お
と
こ
／
お
ん
な
」
で
は
な
く
「
ヒ
ト
」
と
い
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う
枠
組
み
で
考
え
る
と
、
結
局
、
男
は
女
、
女
は
男
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
も
う
少
し
拡
張
し
て
い
く
と
、「
男
は
女
」

だ
か
ら
、「
私
は
あ
な
た
」、
そ
し
て
「
あ
な
た
は
私
」、
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
社
会
全
体
に
広
が
っ
て
い
き
、
社
会
の

構
成
員
全
員
を
一
つ
の
存
在
、
一
人
の
人
間
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
繋

が
る
わ
け
で
あ
る
。
昌
益
の
「
ヒ
ト
」
と
い
う
概
念
を
拡
張
し
て
い
く

と
、
男
女
の
格
差
と
い
う
問
題
が
非
常
に
不
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
い
、
そ
の
改
善
や
社
会
変
革
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
安
藤
昌
益
研
究
に
お
け
る
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
触
れ

て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
現
代
社
会
の
問
題
を
考
え
る
時
に
、
昌
益

の
『
自
然
真
営
道
』
や
他
の
書
籍
を
読
み
直
す
意
義
が
あ
る
と
思
う
。

読
み
直
す
時
に
文
学
や
哲
学
だ
け
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
様
々
な

観
点
、
様
々
な
角
度
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
読
み
直
す
必
要
が
あ

る
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
リ
ー
氏
は
安
藤
昌
益
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
者
の
ル

ソ
ー
を
比
較
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
比
較
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
ヒ
ン
ト

や
知
見
が
得
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
研

究
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
、『
自
然
真
営
道
』
の
他

の
言
語
へ
の
翻
訳
も
緊
急
の
課
題
だ
と
思
う
。
安
藤
昌
益
の
思
想
に
つ

い
て
発
信
す
る
た
め
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い

か
ら
で
あ
る
。
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