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は
じ
め
に

読
者
の
皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。

気
功
は
中
国
健
康
文
化
の
一
つ
で
、
歴
史
的
に
は
鍼
や
指
圧
な
ど
の
治
療
法
よ
り
も
ず
っ
と
古
い
も
の
で
す
。

気
功
の
基
本
は
自
分
で
自
分
を
治
療
す
る
こ
と
で
す
。

誰
で
も
自
分
で
自
分
を
治
す
力
、
い
わ
ゆ
る
自
然
治
癒
力
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
現
代
人
は
こ
の
自
然

治
癒
力
が
弱
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
で
自
分
の
健
康
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
よ

い
で
す
よ
ね
。

気
功
は
自
分
の
健
康
を
自
分
で
守
る
た
め
の
方
法
で
す
。

易
し
い
動
作
を
し
て
、
気
功
の
特
別
な
呼
吸
法
を
し
て
、
そ
こ
に
意
識
を
加
え
る
こ
と
で
高
い
効
果
が

出
ま
す
。
誰
で
も
ど
こ
で
も
で
き
ま
す
が
、
形
だ
け
を
た
だ
真
似
し
て
も
、
そ
の
や
っ
て
い
る
こ
と
の
意

味
、
根
本
を
理
解
し
な
い
と
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
健
康
と
密
接
に
関
係
す
る
奥
義

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

気
功
は
こ
の
奥
義
を
理
解
し
な
い
と
、
ど
ん
な
に
長
い
時
間
練
習
し
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
の
多
く
は
各
流
派
の
秘
伝
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
分
で
理
解
す
る
に
は
相
当
な
時
間
が

か
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
先
生
か
ら
き
ち
ん
と
教
え
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

一
九
九
六
年
、
最
初
の
著
書
『
気
功
革
命
』
を
書
い
た
時
は
、
気
功
と
は
何
か
、
そ
の
根
本
的
な
考
え

方
を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。
そ
の
後
『
気
功
革
命
』
シ
リ
ー
ズ
を
何
冊
か
出
版
し
、
最
後
に

私
自
身
の
集
大
成
と
し
て
『
気
功
革
命 

秘
伝
奥
義 

集
大
成
（
以
下
『
奥
義
』）』
を
二
〇
一
八
年
に
出
版

し
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
ど
の
本
も
評
判
は
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
『
奥
義
』
で
は
、
多
く
の
気
功
法
と
、
今
ま
で
明
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
気
功
奥
義
を
お
伝
え

し
ま
し
た
。
ま
た
、
最
後
に
掲
載
し
た
「
気
に
関
す
る
三
二
の
言
葉
」
は
、
本
の
中
で
は
簡
単
に
説
明
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
は
福
建
省
医
科
大
学
の
中
国
人
の
教
授
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

言
葉
に
深
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
専
門
の
方
が
見
る
と
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
そ
の
一
方
で
、『
奥
義
』
は
内
容
が
深
く
、
気
功
法
も
多
く
紹
介
し
て
い
た
分
、
こ
れ
か
ら
気
功

を
学
ぼ
う
と
思
っ
て
い
る
方
の
中
に
は
、
自
分
は
ど
う
学
ん
で
い
け
ば
よ
い
の
か
、
ど
こ
か
ら
気
功
の
世

界
に
入
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
少
し
難
し
く
感
じ
た
方
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
以
前
か
ら
、
知
識
だ
け
あ
っ
て
も
、
実
際
に
自
分
で
気
功
を
行
え
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
少
し

足
り
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
頭
で
理
解
し
た
だ
け
、
知
識
だ
け
の
世
界
だ
か
ら
で

す
。
そ
れ
で
は
気
功
の
本
当
の
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
今
回
は
、
健
康
に
な
る
た
め
の
気
功
奥
義
を
、
初
め
て
の
方
に
も
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
本

を
書
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。



45 はじめに

こ
の
本
に
は
『
奥
義
』
と
つ
な
が
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。『
奥
義
』
で
の
基
本
的
な
知
識
や
実

用
的
な
気
功
法
を
厳
選
し
て
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
す
る
気
功
法
の
数
は
や
や
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
数
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
、

結
局
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
は
数
を
絞
り
、
大
事
な
良
い
気
功
法
を
ひ
と
つ
ひ

と
つ
学
ん
で
い
っ
た
方
が
最
終
的
に
自
分
の
も
の
に
な
り
ま
す
。

実
際
、
あ
る
と
て
も
良
い
気
功
法
を
繰
り
返
し
練
習
す
る
と
、
他
の
気
功
法
と
も
何
と
な
く
つ
な
が
る

感
じ
が
出
て
き
ま
す
。
練
習
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
中
に
あ
る
奥
義
の
部
分
が
出
て
き
て
、
形
だ
け
で

は
な
く
、
意
識
レ
ベ
ル
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

気
功
は
、
本
を
読
ん
だ
だ
け
で
百
パ
ー
セ
ン
ト
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
三
分

の
二
で
も
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
す
ご
く
良
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
の
た
め
に
も
、
気
功
に
興
味
が
あ
る
方
、
こ
れ
か
ら
気
功
を
始
め
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
方
が
、

本
を
読
ん
で
自
分
で
学
べ
る
よ
う
に
、
読
み
や
す
く
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。
そ
し
て
、
で
き
れ
ば

皆
さ
ん
も
気
功
を
し
て
健
康
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
が
こ
の
本
を
書
く
目
的
で
す
。

気
功
は
あ
く
ま
で
も
手
段
で
す
。

自
分
、
家
族
、
周
り
の
方
、
み
ん
な
が
健
康
で
幸
せ
に
生
き
る
た
め
の
方
法
で
す
。

た
だ
、
気
功
は
今
日
、
明
日
で
何
か
成
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
気
功
を
学
び
た
い

の
で
し
た
ら
、
ま
ず
は
ゼ
ロ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
、
一
歩
一
歩
や
る
こ
と
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
、

本
を
読
ん
で
も
、
教
室
に
通
っ
て
も
、
面
白
い
こ
と
は
面
白
い
け
れ
ど
、
結
局
は
な
ん
に
も
な
ら
な
い
か

ら
で
す
。

ま
ず
は
自
分
が
毎
日
気
功
を
す
る
。

百
パ
ー
セ
ン
ト
健
康
に
な
ら
な
く
て
も
、
九
〇
、九
五
パ
ー
セ
ン
ト
健
康
に
な
れ
ば
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
か
。
健
康
に
は
や
は
り
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
は
遺
伝
的
要
素
が
関
係
す
る
の
で
す
。
で
も
、
気
功
を
し

な
い
と
六
〇
、七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
が
、
気
功
を
す
れ
ば
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト

ぐ
ら
い
健
康
に
な
れ
る
。
病
気
が
あ
っ
て
も
軽
く
な
る
。
治
療
し
て
も
早
く
治
る
。
ま
た
精
神
的
な
こ
と

も
気
功
を
す
る
と
よ
く
な
り
ま
す
。

私
が
お
伝
え
す
る
気
功
法
は
簡
単
す
ぎ
る
と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
当
に
良
い

気
功
法
で
す
。
健
康
へ
の
考
え
方
、
心
の
持
ち
方
、
人
生
の
考
え
方
。
私
は
真
面
目
な
方
が
よ
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
も
し
皆
さ
ん
も
同
じ
考
え
方
で
し
た
ら
、
い
っ
し
ょ
に
堂
々
と
真
ん
中
の
道
を
歩
い
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

二
〇
二
三
年
四
月

盛
　
鶴
延
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気
功
と
は
「
気
」
か
ら
「
功
」
に
成
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
難
し
い
の
で
す
。

こ
の
「
功
」
を
表
す
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
成
功
」
で
す
。「
成
功
」
と
は
「
功
」
に
成
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
気
功
で
も
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
仕
事
で
も
、
何
で
も
や
り
続
け
る
と
、
あ
る
時
突
然
「
功
」、
特

別
な
能
力
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
「
功
」
に
成
っ
た
、「
成
功
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

気
功
と
い
う
世
界
は
、
最
初
は
感
覚
の
世
界
で
す
。

気
功
の
「
功
」
の
こ
と
を
知
り
た
い
方
は
多
い
の
で
す
が
、「
気
」
の
部
分
の
修
行
が
足
り
な
い
と
「
功
」

に
成
れ
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
自
分
で
自
分
の
気
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
初
級
の
レ
ベ
ル
で
す
。

中
級
の
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
自
分
の
身
体
の
内
気
が
強
く
な
っ
て
き
て
、
自
分
で
自
分
の
気

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
分
で
自
分
の
治
療
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

上
級
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
自
分
の
気
も
他
人
の
気
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
他
人

の
気
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
治
療
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

遠
く
に
い
る
他
人
の
治
療
（
遠
隔
治
療
）
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

皆
さ
ん
が
気
功
に
興
味
を
持
ち
、
特
別
な
能
力
が
欲
し
い
、
治
療
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
う

こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
そ
う
い
う
特
別
な
能
力
を
得
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り

気
功
と
は

気
功
と
は

中
国
五
千
年
の
歴
史
の
中
で
、
気
功
は
長
い
間
「
気
」
だ
け
で
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
功
」
の
文
字

が
付
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
約
七
〇
年
位
前
か
ら
で
す
。

な
ぜ
「
気
功
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
気
功
」
に
は
「
気
」
と
「
功
」
の
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

「
気
」
と
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
す
。

「
功
」
と
は
特
別
な
能
力
の
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
両
手
を
お
湯
に
浸
し
た
後
、
顔
の
近
く
に
持
っ
て
く
る
と
温
か
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
こ
れ

は
気
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
も
こ
れ
は
気
功
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

気
功
の
「
気
」
に
は
、
身
体
の
内
側
に
感
じ
ら
れ
る
内
気
と
、
身
体
の
外
側
に
感
じ
ら
れ
る
外
気
が
あ

り
ま
す
。
特
に
大
切
な
の
は
内
気
で
す
。
気
功
を
行
う
こ
と
で
、
外
気
が
わ
か
っ
て
き
て
、
内
気
が
ど
ん

ど
ん
強
く
な
っ
て
き
ま
す
。
内
気
は
内
臓
が
持
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。

内
気
が
強
く
な
っ
て
く
る
と
、「
気
」
の
質
が
変
わ
り
「
功
」、
特
別
な
能
力
が
出
て
き
ま
す
。

皆
さ
ん
が
言
う
気
功
と
い
う
言
葉
に
は
、「
気
」
と
「
功
」
が
混
じ
っ
て
い
ま
す
。
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ま
せ
ん
。
正
直
な
話
、
相
当
な
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
一
日
、
三
時
間
、
五
時
間
で
も
足
り
な
い
で
し
ょ

う
。た

だ
、
人
に
よ
り
才
能
の
有
無
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
誰
で
も
時
間
を
か
け
る
と
、
自
然
に
身
体
か
ら

不
思
議
な
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
必
ず
内
面
の
感
覚
が
教
え
て
く
れ
ま
す
。

だ
か
ら
、
も
し
皆
さ
ん
が
今
、
気
功
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
初
級
か
ら
始
め
れ

ば
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
し
て
三
年
か
五
年
ぐ
ら
い
や
っ
て
、
自
分
の
健
康
状
態
が
安
定
し
て

き
た
ら
、
次
に
中
級
に
い
け
ば
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
上
級
に
い
け
ば
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

一
方
で
、
そ
れ
ほ
ど
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
な
く
て
も
い
い
や
、
健
康
に
な
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
い
い
や
と

い
う
の
で
し
た
ら
、
毎
日
、
何
時
間
も
練
習
し
な
く
て
も
い
い
で
す
よ
。

自
分
が
何
を
目
的
と
し
、
ど
う
い
う
時
間
を
つ
く
る
か
も
大
事
で
す
よ
ね
。

気
功
の
基
本

気
功
の
基
本
は
、
動
作
、
呼
吸
、
意
識
で
す
。

こ
の
動
作
、
呼
吸
、
意
識
の
三
つ
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
気
功
の
特
長
で
す
。

人
間
は
、
い
つ
も
こ
の
三
つ
の
こ
と
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
多
く
の
方
は
、
何
か
を
考
え
な
が
ら
、
何
か
動
作
を
し
、
無
意
識
に
呼
吸
を
し
て
い
ま
す
。
気

功
で
は
、
こ
の
三
つ
を
気
功
の
考
え
に
沿
っ
て
統
一
し
て
行
う
の
で
、
高
い
効
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。ス

ポ
ー
ツ
で
も
太
極
拳
で
も
、
達
人
レ
ベ
ル
の
方
は
、
こ
の
動
作
、
呼
吸
、
意
識
を
統
一
す
る
こ
と
を

考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
気
功
で
は
最
初
か
ら
こ
の
三
つ
を
統
一
し
て
行
う
た
め
、
効
果
が
早
く
出
る

の
で
す
。

で
も
こ
う
い
う
話
を
す
る
と
、

「
私
、
呼
吸
知
っ
て
い
ま
す
。
吸
っ
て
、
吐
い
て
と
い
う
、
あ
の
呼
吸
で
し
ょ
う
？
」

「
私
、
意
識
知
っ
て
い
ま
す
。
朦
朧
と
し
て
ぼ
ー
っ
と
す
る
、
そ
う
い
う
意
識
で
し
ょ
う
？
」

と
言
う
方
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
少
し
不
十
分
で
す
。

動
作
も
、
た
だ
綺
麗
に
で
き
る
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
足
り
ま
せ
ん
。

気
功
の
呼
吸
法
と
普
通
の
呼
吸
で
は
効
果
が
全
く
違
い
ま
す
。

今
、
世
の
中
で
自
律
神
経
に
関
す
る
本
が
売
れ
て
い
ま
す
ね
。

私
の
目
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
気
功
法
で
す
。
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昔
、
中
国
で
気
功
が
生
ま
れ
た
頃
は
、
自
律
神
経
、
交
感
神
経
、
副
交
感
神
経
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
も
現
在
の
交
感
神
経
は
気
功
で
い
う
陽
の
世
界
の
話
、
副
交
感
神
経
は
陰
の
世
界
の
話

で
す
。

現
代
社
会
を
生
き
る
私
達
は
、
交
感
神
経
が
興
奮
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
社
会
の
問
題
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
イ
ラ
イ
ラ
し
や
す
く
、
の
ん
び
り
す
る
こ
と
が
足
り
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
、交
感
神
経
と
副
交
感
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

気
功
は
交
感
神
経
、
副
交
感
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
感
神
経
は
吸
う
息
と
、
副
交
感
神
経
は
吐
く
息
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。

気
功
で
は
、
吸
う
息
を
一
だ
と
し
た
ら
、
吐
く
息
は
二
〜
三
と
長
く
し
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
吐

く
と
、
心
臓
も
ゆ
っ
た
り
と
し
ま
す
。
そ
う
し
て
副
交
感
神
経
を
優
位
に
す
れ
ば
、
交
感
神
経
が
抑
え
ら

れ
ま
す
。

心
理
学
に
心
身
医
学
と
い
う
分
野
が
あ
り
ま
す
。

私
自
身
、
上
海
で
は
西
洋
医
学
の
精
神
科
医
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
の
上
海
時
代
の
病
院
の
院
長
、
粟

宗
華
先
生
は
、
心
身
医
学
で
有
名
な
ア
ド
ル
フ
・
マ
イ
ヤ
ー
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
で
す
。

そ
の
経
験
か
ら
考
え
る
と
、
気
功
は
心
身
医
学
と
同
じ
で
す
。
心
か
ら
身
体
を
変
え
る
方
法
で
す
。
意

識
を
入
れ
な
が
ら
呼
吸
を
し
て
、
易
し
い
動
作
を
し
て
、
身
体
全
体
の
健
康
状
態
を
変
え
る
方
法
で
す
。

気
功
の
意
識
も
普
通
の
意
識
と
は
違
い
ま
す
。

気
功
の
意
識
は
、
陰
の
意
識
で
す
。

具
体
的
な
も
の
、
目
に
見
え
る
も
の
に
対
す
る
意
識
は
陽
の
意
識
で
す
。
陽
の
意
識
は
、
情
熱
、
熱
心
、

一
生
懸
命
考
え
、
少
し
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
陰
の
意
識
は
、
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
絶
対

に
存
在
す
る
も
の
、
場
と
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
に
対
す
る
意
識
で
す
。

陰
の
意
識
は
自
然
に
任
せ
ま
す
。

「
意
識
で
考
え
て
い
る
？
」

「
考
え
て
い
る
」

「
そ
ん
な
に
考
え
て
い
る
の
？
」

「
考
え
て
い
な
い
」

そ
う
い
う
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
意
識
で
す
。
そ
ん
な
ぼ
ー
っ
と
し
た
、
朦
朧
と
し
た
陰
の
意
識
で
気
功
を

行
い
ま
す
。

五
つ
の
入
り
口

中
国
に
は
三
千
種
類
の
気
功
法
の
流
派
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
三
千
種
類
も
あ
る
と
、
ど
の
気
功
法
か
ら
学
べ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
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気
功
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
こ
か
ら
気
功
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
の
か
、
ど
う
い
う
気
功
法
か
ら

学
ん
で
い
く
の
か
は
と
て
も
大
切
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
気
功
に
は
効
果
が
出
や
す
い
方
法
も
あ
れ
ば
、
効

果
の
出
に
く
い
方
法
も
あ
る
か
ら
で
す
。
実
際
、
気
功
の
基
本
が
わ
か
っ
て
い
な
い
初
心
者
の
方
が
、
上

級
者
の
気
功
法
を
行
っ
て
も
効
果
が
出
な
い
の
で
す
。

昔
、
気
功
は
、
先
生
が
生
徒
に
一
対
一
で
教
え
る
も
の
で
し
た
。

ど
う
い
う
も
の
を
学
べ
ば
よ
い
の
か
、
ど
う
い
う
道
に
入
っ
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
個
人
個
人
の
状

況
を
み
て
教
え
た
の
で
す
。

気
功
の
入
り
口
は
と
て
も
大
切
で
す
。

最
初
の
著
書
『
気
功
革
命
』
を
書
く
時
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。

私
は
中
国
に
い
た
頃
、
幸
運
に
も
何
千
年
も
続
く
様
々
な
気
功
の
流
派
の
先
生
に
、
直
接
お
会
い
し
て

勉
強
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
自
分
の
修
行
の
経
験
と
世
の
中
の
気
功
法
を
ま
と
め
て
み
た
と

こ
ろ
、
気
功
を
勉
強
す
る
な
ら
ば
、
動
き
の
あ
る
気
功
法
、
甩さ

い

手し
ゅ

、
動ど

う

功こ
う

、
自じ

発は
つ

動ど
う

功こ
う

、
そ
し
て
動
き
の

な
い
気
功
法
、
站た

ん
桩と

う

功こ
う

、
静せ

い

功こ
う

（
瞑
想
法
）
の
五
つ
の
種
類
、
私
の
言
葉
で
言
う
と
「
五
つ
の
入
り
口
」

か
ら
練
習
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
し
た
。

動
き
の
あ
る
甩
手
、
動
功
、
自
発
動
功
だ
け
だ
っ
た
ら
、
静
か
に
な
る
道
、
站
桩
功
、
静
功
（
瞑
想
法
）

の
練
習
が
足
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
動
き
の
な
い
気
功
法
だ
け
だ
っ
た
ら
、
身
体
の
筋
肉
の
動
き
な
ど
の
練

習
が
足
り
ま
せ
ん
。

な
の
で
気
功
を
勉
強
す
る
方
は
、
五
種
類
の
気
功
法
を
全
て
行
っ
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
五
つ
の
入
り
口
に
順
番
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
五
種
類
の
気
功
法
を
万
遍
な
く
行
う
必
要
も
あ

り
ま
せ
ん
。
動
功
の
練
習
量
が
多
い
と
か
、
站
桩
功
が
多
い
と
か
、
自
発
動
功
が
多
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
五
種
類
の
気
功
法
を
行
え
ば
、
気
功
の
道
に
入
り
や
す
い
の
で
す
。

こ
の
本
で
は
、
こ
の
五
つ
の
入
り
口
の
中
か
ら
、
初
め
て
の
方
に
も
お
す
す
め
の
大
切
な
良
い
気
功
法

を
厳
選
し
て
お
教
え
し
ま
す
。

そ
し
て
五
つ
の
入
り
口
に
加
え
、
樹
林
気
功
、
気
功
診
断
、
気
功
治
療
、
民
間
気
功
も
お
伝
え
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
根
本
の
部
分
、
奥
義
も
し
っ
か
り
解
説
し
ま
す
。

ぜ
ひ
皆
さ
ん
も
こ
の
本
で
紹
介
す
る
気
功
法
を
自
分
で
試
し
、
自
分
で
効
果
を
実
感
し
、
自
分
の
も
の

と
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
に
と
っ
て
一
生
の
宝

と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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一
つ
目
の
入
り
口
　

一
つ
目
の
入
り
口
　
甩
手
甩
手

ま
ず
五
つ
の
入
り
口
の
一
つ
、
甩
手
か
ら
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

甩
手
は
武
術
気
功
か
ら
き
て
い
ま
す
。
甩
手
の
甩
は
中
国
語
で
鞭
と
い
う
意
味
で
す
。
ぱ
つ
ん
、
ぱ
つ

ん
、
と
鞭
を
打
つ
。
こ
れ
が
甩
手
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

甩
手
を
単
な
る
手
の
運
動
、
筋
肉
の
運
動
と
捉
え
る
と
疲
れ
ま
す
。
た
だ
両
手
の
筋
肉
を
動
か
す
だ
け

で
は
気
功
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
体
操
で
す
。
体
操
が
悪
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
気
功
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

甩
手
で
大
切
な
の
は
意
識
で
す
。

例
え
ば
、
両
手
を
前
後
に
ふ
ら
ー
、
ふ
ら
ー
と
振
る
甩
手
一
（
後
述
）
の
目
的
は
、
肩
の
と
こ
ろ
の
筋

を
伸
ば
し
、
柔
ら
か
く
す
る
こ
と
で
す
。
両
手
を
前
後
に
振
る
時
、
手
は
肩
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
紐

で
、
紐
の
先
、
手
の
部
分
に
重
い
鉄
の
ボ
ー
ル
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
な
が
ら
、

筋
肉
で
は
な
く
、
筋
と
靭
帯
を
伸
ば
す
意
識
で
振
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
鉄
の
ボ
ー
ル
の
重
さ
で
身
体
の

筋
、
血
管
、
筋
肉
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
き
ま
す
。
身
体
が
熱
く
な
り
毛
細
血
管
が
開
い
て
き
ま
す
。

甩
手
を
し
て
い
る
時
、

「
な
ん
で
そ
う
い
う
動
き
を
す
る
の
？
」

「
手
の
角
度
は
ど
う
な
の
？
」

「
周
り
の
人
は
両
足
の
幅
が
広
い
け
ど
、
私
は
狭
く
て
も
大
丈
夫
な
の
？
」

な
ど
周
り
を
気
に
す
る
方
も
い
ま
す
が
、
基
本
は
ぼ
ー
っ
と
し
て
、
何
も
考
え
な
い
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し

て
行
う
こ
と
で
す
。
五
人
、
一
〇
人
で
集
ま
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
甩
手
を
し
て
も
よ
い
で
す
よ
。

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
甩
手
を
す
る
と
よ
い
で
す
。

甩
手
の
意
識
は
他
の
気
功
法
ほ
ど
厳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
厳
し
い
甩
手
も
あ
り
ま
す
。
特
に
少
林
拳
や
何
拳
な
ど
武
術
系
の
甩
手
は
、
修
行

の
た
め
の
甩
手
で
す
か
ら
厳
し
い
で
す
ね
。

で
は
、
な
ぜ
そ
う
い
う
武
術
系
の
修
行
で
甩
手
を
す
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
単
純
な
動
作
を
繰
り
返
し
続
け
る
と
、
身
体
の
動
き
が
条
件
反
射
の
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。

武
術
の
「
武
」
は
外
見
の
部
分
で
す
。「
術
」
は
真
髄
の
部
分
で
す
。

武
術
の
良
い
と
こ
ろ
、
套
路
の
中
の
真
髄
の
部
分
を
繰
り
返
し
練
習
す
れ
ば
、
武
術
系
の
甩
手
に
な
り

ま
す
。

い
く
ら
練
習
を
積
み
重
ね
て
も
「
術
」
の
部
分
、
真
髄
の
部
分
が
わ
か
ら
な
い
と
、
た
だ
の
「
武
」、
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見
た
目
の
か
っ
こ
よ
さ
、
美
し
さ
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

武
術
系
の
甩
手
は
「
術
」
を
自
分
で
悟
る
も
の
で
す
。

何
で
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
自
分
で
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
単
純
な
動
作
を
繰
り
返
し
行
い
続
け

て
い
る
と
、
脳
が
「
そ
う
か
、
こ
う
い
う
こ
と
ね
」
と
諦
め
、「
な
ら
ば
も
う
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う

感
じ
に
な
る
の
で
す
。

甩
手
と
人
間
の
関
係
は
、行
え
ば
行
う
ほ
ど
面
白
い
で
す
。で
も
最
後
は
無
視
し
ま
す
。も
う
い
い
や
っ

て
。
そ
う
す
る
と
身
体
の
中
か
ら
良
い
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
無
意
識
、
潜
在
意
識
、
深
い
条
件
反
射
が

出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
甩
手
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
三
種
類
で
す
。

私
自
身
い
ろ
い
ろ
な
甩
手
を
や
っ
て
き
て
、
こ
の
三
種
類
の
甩
手
は
、
何
百
種
類
あ
る
甩
手
を
代
表
す

る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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五
つ
目
の
入
り
口
　

五
つ
目
の
入
り
口
　
静
功
静
功
（
瞑
想
法
）

（
瞑
想
法
）

静
功
（
瞑
想
法
）
と
は
静
か
な
気
功
と
い
う
こ
と
で
す
。

静
功
は
静
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い
で
す
。
た
だ
「
静
か
な
状
態
」
と
い
う
の
は
、
最
後
に
到
達
す

る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
初
め
の
う
ち
は
、
静
か
な
状
態
に
な
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
座
禅
に

身
体
が
慣
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
静
か
に
長
く
座
る
こ
と
自
体
、
相
当
難
し
い
こ
と
で
す
。
な
の
で
身
体
が

慣
れ
る
ま
で
、
ま
ず
は
長
く
座
る
練
習
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

「
意
識
が
入
っ
て
い
る
静
功
」と「
意
識
が
入
っ
て
い
な
い
静
功
」

歴
史
的
に
見
る
と
、
静
功
に
は
儒
教
系
の
も
の
が
多
い
で
す
。
孔
子
、
荘
子
、
孟
子
な
ど
の
文
化
人
は

全
て
静
功
を
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

静
功
に
は
「
意
識
が
入
っ
て
い
る
静
功
」
と
「
意
識
が
入
っ
て
い
な
い
静
功
」
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
仏
教
は
「
意
識
が
入
っ
て
い
な
い
静
功
」
で
す
。

何
も
考
え
ず
、
そ
の
ま
ま
長
く
座
り
続
け
ま
す
。
で
も
そ
う
い
う
修
行
を
す
る
根
拠
が
あ
り
ま
す
。「
久

座
必
有
禅
（
長
く
座
る  

と
禅
の
こ
と
が
必
ず
わ
か
っ
て
く
る
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
毎
日
長

く
座
る
と
効
果
が
出
て
き
ま
す
。

昔
、
仏
教
の
禅
宗
の
流
派
の
修
行
を
す
る
方
、
道
家
の
道
士
の
修
行
を
す
る
方
は
、
寝
る
た
め
の
ベ
ッ

ド
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ず
ー
っ
と
座
っ
て
修
行
し
続
け
る
の
で
す
。
静
か
に
座
っ
て
、
深
く
静
か
な

特
別
な
状
態
に
な
っ
た
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
何
分
間
で
も
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
た
ら
、
八
時
間
も
寝
る

必
要
が
な
く
な
る
の
で
す
。
私
は
そ
う
い
う
本
物
の
方
達
と
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
方
達

は
寝
ま
せ
ん
。
座
る
だ
け
で
す
。
座
っ
て
意
識
が
変
わ
る
と
、
寝
る
よ
り
も
っ
と
深
い
道
に
入
る
の
で
す
。

人
間
八
時
間
も
寝
る
こ
と
は
無
駄
で
す
。
で
も
仕
方
な
い
で
す
よ
ね
。

難
し
い
気
功
法
、
レ
ベ
ル
の
高
い
気
功
法
は
、
本
当
に
静
か
な
状
態
に
な
る
訓
練
を
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
そ
し
て
本
当
に
静
か
な
状
態
に
な
る
と
、
相
当
深
い
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
「
意
識
が
入
っ
て
い
な
い
静
功
」
は
相
当
な
知
識
、
意
識
が
な
け
れ
ば
長
く
座
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
多
く
の
人
は
途
中
で
寝
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
中
途
半
端
な
静
功
の
方
が
多
い
の
で
す
。

私
の
お
す
す
め
は
道
家
、
チ
ベ
ッ
ト
密
教
、
日
本
の
密
教
の
静
功
で
す
。

こ
れ
ら
の
静
功
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
か
な
り
豊
富
で
す
。
有
り
の
世
界
と
か
、
無
い
の
世
界
と
か

い
ろ
い
ろ
考
え
て
座
っ
て
い
ま
す
。

私
が
普
段
、
教
室
で
教
え
て
い
る
静
功
は
、
宋
の
時
代
の
張

ち
ょ
う

三さ
ん

豊ぽ
う

、
邱

き
ゅ
う

処し
ょ

機き

の
方
法
、
小
周
天
、
大
周

天
は
道
家
、
龍
門
派
の
方
法
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
感
じ
や
す
く
進
歩
し
や
す
い
か
ら
で
す
。
何
年

も
修
行
し
て
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
や
れ
ば
必
ず
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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周
天
が
開
く

静
功
は
座
っ
て
行
い
ま
す
。
身
体
の
力
を
ダ
ラ
ッ
と
抜
い
て
、
上
半
身
の
重
み
を
会
陰
に
か
け
て
座
り

ま
す
。
座
る
の
は
、
椅
子
で
も
座
布
団
で
も
よ
い
で
す
。

顎
は
引
き
ま
す
。
た
だ
、
顎
に
力
を
入
れ
て
引
く
の
で
は
な
く
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
（
百
会
）
が
、
風
鈴

の
よ
う
に
天
か
ら
細
い
紐
で
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
感
じ
で
引
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
頸
椎
や
背
骨
が

ま
っ
す
ぐ
に
下
に
引
っ
張
ら
れ
、
自
然
に
ぴ
し
り
と
な
り
ま
す
。

こ
の
状
態
を
横
か
ら
見
る
と
南
京
錠
の
よ
う
で
す
。
教
室
で
も
南
京
錠
の
よ
う
に
、
と
い
う
と
皆
さ
ん

正
し
い
形
に
な
り
ま
す
ね
。

別
の
流
派
の
教
え
に
、
高
い
山
か
ら
下
に
自
分
を
落
と
す
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

高
い
山
か
ら
落
と
さ
れ
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。背
骨
も
内
臓
も
全
部
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。

そ
の
バ
ラ
バ
ラ
の
背
骨
を
つ
な
げ
て
、頭
の
て
っ
ぺ
ん（
百
会
）が
天
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
で
座
り
ま
す
。
意
識
は
あ
り
ま
す
が
、
内
臓
も
筋
肉
も
山
か
ら
落
ち
て
い
る
か
ら
ほ
と
ん
ど
抵
抗
が
あ

り
ま
せ
ん
。
背
骨
と
か
内
臓
と
か
筋
肉
と
か
身
体
の
上
半
身
全
て
が
、
座
骨
ま
で
重
力
で
た
だ
沈
ん
で
い

る
感
じ
で
す
。

静
功
は
そ
う
い
う
感
じ
で
行
い
ま
す
。

静
功
の
場
合
、
背
骨
と
座
骨
が
大
切
で
す
。

頭
か
ら
座
骨
ま
で
背
骨
を
ぴ
し
り
と
し
て
、
上
半
身
の
重
力
を
会
陰
に
か
け
、
長
い
時
間
座
り
続
け
ま

す
。
会
陰
に
重
力
が
集
ま
っ
て
く
る
と
、
会
陰
の
と
こ
ろ
に
反
重
力
が
出
て
き
ま
す
。
会
陰
の
と
こ
ろ
が

ム
ズ
ム
ズ
と
熱
く
な
り
ま
す
。
点
火
で
す
。
人
間
は
会
陰
の
と
こ
ろ
を
点
火
で
き
る
の
で
す
。

点
火
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
気
は
背
中
の
督
脈
を
昇
り
ま
す
。
敏
感
な
方
の
中
に
は
、
自
然
に
気
が
昇
っ

て
い
く
方
も
い
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
、
息
を
吸
い
な
が
ら
、
意
識
で
気
を
昇
ら
せ
ま
す
。
熱
い
火
の
よ

う
な
感
覚
が
、
督
脈
を
通
っ
て
第
三
の
目
ま
で
昇
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
第
三
の
目
か
ら
身
体
の
前
、

任
脈
を
降
り
て
き
ま
す
。

こ
う
し
て
ぐ
る
っ
と
気
を
回
す
こ
と
を
周
天
と
い
い
ま
す
。

会
陰
か
ら
督
脈
を
昇
っ
て
第
三
の
目
ま
で
、
そ
し
て
第
三
の
目
か
ら
任
脈
を
降
り
て
会
陰
ま
で
、
督
脈

と
任
脈
に
気
を
ぐ
る
っ
と
回
す
こ
と
を
小
周
天
呼
吸
法
と
い
い
ま
す
。
一
方
、
全
身
の
経
絡
に
気
を
回
す

の
が
大
周
天
呼
吸
法
で
す
。
小
周
天
が
開
い
て
く
れ
ば
、
大
周
天
も
自
然
に
開
い
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。周

天
が
開
く
、
周
天
の
感
覚
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
の
中
に
、
電
流
み
た
い
な
回
路
、
経

絡
の
流
れ
み
た
い
な
も
の
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
絡
に
気
が
流
れ
、
気
の
道
が
つ
く
ら
れ
る

と
、
経
絡
に
沿
っ
た
各
ツ
ボ
も
開
か
れ
、
身
体
全
体
の
循
環
が
良
く
な
り
、
毛
細
血
管
が
開
い
て
き
ま
す
。


