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次

間
灘
援
起

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
i

思
想
史
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
力

テ
キ
ス
ト
申
心
意
議

儲
檀
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

宿
属
社
会
鎗

世
界
商
晶
と
グ
ロi
パ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン

思
想
の
多
掴
犠

麗
離
磁
の
量
要
性

慾
組
出
品
の
課
題

ド
イ
ツ
思
想
史
)

社
会
思
想
史
研
究
が
い
ま
、
な
す
べ
奮
と
と
は
偶
か
?

テ
ク
ス
ト
を
盤
史
の
う
ち
に
捉
え
、
『
従
欧
/
反
政
』
の
閤
式
を
鰭
え
て
、

イ
ン
タ
i

リ
i

ジ
送
ナ
ル
に
藷
i

ロ
ツ
パ
と
諸
地
域
の
近
代
を
考
え
る
。
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瞳
官
A
き
ょ
う
の
座
談
会
の
テ
1
7

は
「
思
想

史
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
テ
l

マ
を
設
定
し
た
理
由
の
一
つ
は
、

社
会
思
想
史
学
会
の
メ
ン
バ
ー
の
圧
倒
的
多
数
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
研
究
者
だ
と
い
う
点
で

す
。
日
本
の
学
問
の
中
心
は
、
明
治
以
後
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
学
問
の
何
を
い
か
に
学
ぶ
か
、
に
お
か

れ
て
き
ま
し
た
が
、
思
想
史
も
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
と
く
に
思
想
史
の
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
方
法
と
し
て
、

価
値
と
し
て
の
意
味
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
意
味
で
、
思
想
史
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

い
う
問
題
は
重
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。と

こ
ろ
で
一
九
七

0
年
代
頃
か
ら
で
し
ょ
う

か
、
デ
カ
ル
ト
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
思
想

が
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

認
識
論
の
レ
ベ
ル
で
は
主
体
|
客
体
図
式
が
そ
う

で
す
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
張
す
る
普
遍
性
は
普

遍
性
の
俗
称
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
批
判
の
対
象

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
普
遍
的
な
も

の
と
し
て
主
張
す
る
人
権
は
西
洋
人
の
人
権
に
す

ぎ
な
か
っ
た
し
、
文
明
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値

の
押
し
つ
け
で
あ
り
、
植
民
地
化
を
正
当
化
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
批

判
で
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主

義
に
た
い
し
て
、
多
文
化
主
義
や
カ
ル
チ
ユ
ラ
ル

ス
タ
デ
ィ
l

ズ
が
提
唱
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値
に
た
い
し
て
、
た
と
え
ば

ア
ジ
ア
的
価
値
を
主
張
す
る
と
い
う
の
は
逆
立
ち

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
す
ぎ
な
い
で
し
ょ

う
。
ま
た
価
値
の
相
対
性
を
主
張
す
る
の
も
、
ク

リ
エ
イ
テ
イ
ヴ
イ
テ
ィ
!
と
い
う
点
で
は
い
か
に

も
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

状
況
を
考
え
る
と
、
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
を

考
え
る
上
で
、
ま
た
新
し
い
展
開
を
考
え
て
い
く

上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
い
ま
一
度
振
り

返
っ
て
お
く
こ
と
が
大
変
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
、
こ
の
テ
l

マ
の
提
唱
者
で
あ
る
三
島
さ

ん
の
方
か
ら
問
題
提
起
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を

も
と
に
議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

で
は
三
島
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

問
題
提
起

議
認
圃
提
唱
者
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
い
ま
阪
上
さ
ん
が
い
わ
れ
た
よ
う

に
、
や
は
り
社
会
思
想
史
と
い
っ
て
も
実
際
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
社
会
思
想
史
だ
っ
た
わ
け
で
、

わ
れ
わ
れ
の
学
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
て
も
、
あ

る
い
は
各
種
の
教
科
書
を
見
て
も
、
大
体
筋
書
き

が
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
社
会
思
想
史
で
す
か

ら
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
ん
な
に
出
て
こ
な
い
ん
で
す

が
、
ホ
ッ
プ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、

そ
れ
に
哲
学
で
は
ヒ
ュ
l

ム
、
そ
う
い
う
イ
ギ
リ

ス
の
政
治
思
想
、
経
済
学
、
あ
る
い
は
経
験
主

義
、
そ
れ
が
一
つ
の
柱
で
す
。
も
う
一
つ
は
や
は

り
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル
ソ
l

、
百
科
全
書
派
と

い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
時
代

的
に
は
カ
ン
ト
か
ら
へ
l

ゲ
ル
へ
と
い
う
ド
イ
ツ

観
念
論
の
系
譜
が
、
学
会
の
発
表
な
ど
で
も
メ
イ

ン
の
柱
に
な
っ
て
い
ま
し
た
し
、
今
で
も
そ
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
時
代
を
下
れ
ば
、
マ
ル

ク
ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義
で
す
。
当
然
な
が
ら
マ
ル

ク
ス
主
義
の
影
響
は
巨
大
で
す
か
ら
。
そ
し
て
人

に
よ
っ
て
は
ニ
l

チ
ェ
や
フ
ロ
イ
ト
が
少
し
入
っ

て
、
や
が
て
マ
ク
ス
・
ヴ
エ
|
パ
!
と
い
う
筋
書

き
が
普
通
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
ス
タ

i

の
名
前
で

す
。こ

の
あ
た
り
か
ら
、
例
え
ば
社
会
学
、
哲
学
、

経
済
学
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に
よ
っ
て
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重
点
が
違
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!

と
い
う
存
在
は
経
済
学
系
の
人
に
は
ほ
と
ん
ど
眼

に
入
り
ま
せ
ん
し
、
ケ
イ
ン
ズ
そ
の
他
の
二
十
世

紀
の
経
済
学
は
、
わ
れ
わ
れ
哲
学
系
の
人
に
は
あ

ま
り
理
解
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
差
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
は

い
っ
て
も
ヴ
ェ
l

パ
!
の
後
の
、
社
会
科
学
と
哲

学
の
相
互
乗
り
入
れ
を
目
指
し
た
批
判
理
論
、
い

わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
、
こ
う
話
が
続

い
て
、
や
が
て
一
九
六
0
年
代
以
降
の
構
造
主
義

あ
る
い
は
脱
構
築
、
あ
る
い
は
フ
l

コ
l

、
最
近

な
ら
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
1

ズ
、
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
の
が
大
体
社
会
思
想
史
学

会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
共
有
し
て
い
る
図
式
だ

と
思
い
ま
す
。

そ
の
と
き
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
テ
キ

ス
ト
を
見
て
い
く
か
、
歴
史
的
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
具
体
的
な
歴
史
に
目
を
向
け
る
か
で
、
議
論

の
仕
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
た
し
か
で

す
。
そ
れ
は
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィl
ズ
の

内
部
で
も
そ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
今
の
こ

う
し
た
列
記
は
ず
い
ぶ
ん
と
雑
な
こ
と
は
た
し
か

で
す
。
ま
た
、
抜
け
て

い
る
重
要
な
思
想
も
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
ド

イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に

関
心
が
あ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、

、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
ま

た
コ
ン
ト
の
よ
う
な
実

証
主
義
、
デ
ユ
ル
ケ
l

ム
社
会
学
、
あ
る
い
は

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
実

際
に
は
非
常
に
重
要
な

そ
の
時
代
、
時
代
ご
と
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三島憲一(みしま・けんいち)

1942 年生。ドイツ思想史・現代ドイツ思想。

の
保
守
主
義
な
ど
も
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
細
か
い
こ
と
で
い
え
ば
へl
ゲ
ル
な
ど
を
扱

う
場
合
で
も
、
純
粋
哲
学
的
な
感
じ
の
す
る
『
エ

ン
ツ
イ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
l

』
よ
り
は
、
『
精
神
現
象

学
』
と
か
、
芸
術
関
係
の
人
が
好
ん
で
読
む
『
美

学
』
よ
り
は
『
法
哲
学
』
や
歴
史
哲
学
が
、
わ
れ

わ
れ
の
学
会
で
は
扱
わ
れ
る
話
題
だ
と
思
い
ま

す
。
や
は
り
、
社
会
思
想
で
す
か
ら
社
会
に
関
係

が
直
接
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
方
が
好
ま
れ
て
、
哲
学

や
美
学
や
倫
理
学
と
の
住
み
分
け
が
、
選
ぶ
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
図
式
は
比
較
的
安
定
し

て
お
り
ま
し
て
、
最
近
岩
波
で
再
版
が
出
た
生
松

敬
三
一
氏
の
『
社
会
思
想
の
歴
史
』
な
ど
は
、
ま
さ

に
こ
う
い
っ
た
枠
組
み
が
最
初
に
問
題
に
さ
れ
た

一
九
六
0
年
代
後
半
の
学
生
紛
争
の
時
代
に
書
か

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
安
定
し
た
枠
組
み

に
依
拠
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は

へ
i

ゲ
ル
研
究
と
か
、
あ
る
い
は
ロ
ッ
ク
研
究
と

か
で
は
、
そ
し
て
私
が
多
少
知
っ
て
い
る
分
野
の

一
一1

チ
エ
研
究
や
ヴ
ェl
パ
l

研
究
で
も
、
そ
の

つ
ど
斬
新
な
、
「
革
命
的
な
」
新
解
釈
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
、
日
本
で
も
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
個
別
研
究
で
は
革
命
的
だ
け
れ
ど
も
、
全
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体
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
関
し
て
は
、
大
体
同
じ
顔

ぶ
れ
で
あ
る
と
い
う
、
不
動
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で

し
た
。
特
に
五
0
年
代
、
六
0
年
代
に
書
か
れ
た

社
会
思
想
史
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
本
は
、
い
わ
ば

「
解
放
の
歴
史
と
し
て
の
社
会
思
想
史
」
で
す
ら

あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
「
解
放
」
の
図
式
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
主
義
を
見
る
の
は
非
常
に
や
さ
し
い
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
世
界
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外

の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
ア
メ
リ
カ
も
含
め
て
で
す

が
、
思
想
、
思
想
史
と
い
う
と
き
に
は
い
ま
い
っ

た
よ
う
な
メ
ジ
ャ
ー
な
名
前
を
中
心
に
研
究
、
議

論
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
云
々
す
る
の
は
簡
単
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
日
本
だ
け
で
な
く
世

界
の
多
く
の
地
域
で
、
な
か
ん
ず
く
戦
後
日
本
の

大
学
で
こ
う
し
た
図
式
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
い
う
だ
け
で
は
説

明
し
き
れ
な
い
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の

は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
恐
ら
く
先
ほ
ど
の
阪
上
さ
ん
の

議
論
に
続
け
れ
ば
、
価
値
評
価
に
あ
る
で
し
ょ

う
。
二
つ
の
世
界
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
を
犯
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
の
に
、

し
か
も
そ
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
思
想
も
扱

い
な
が
ら
、
近
代
化
、
現
代
化
と
い
っ
た
こ
と
と

絡
ん
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
プ
ラ
ス
の
価
値
で
見
ら

れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の
全
体
の
図
式
は
た
だ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
仮
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
主
義
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
だ
っ
た
の
か
と
い
う
説
明
が
、
や
は

り
一
番
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
い
か
な
る
問
題
が
あ
ろ
う
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
こ
そ
が
普
遍
性
の
思
想
を
生
み
出
し
て
き
た
と

こ
ろ
に
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
力
と
も
結

び
つ
い
て
い
ま
す
が
、
カ
に
還
元
で
き
る
か
と
い

う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
普
遍
性
の
ジ
レ
ン
マ
、
そ
し
て
「
普
遍

性
の
条
件
」
(
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
な
ど
の
表
現

で
す
が
)
も
、
大
い
に
考
え
る
べ
き
問
題
で
し
ょ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
日
本
の
社
会
思
想
史
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
ら
実
現
し
て
い
な
か
っ
た

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
考
え
て
い
た
と
も
い
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
、
現
実
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
見
な
い
で
、
理
想
化
し
て
い
た
面
も

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ヴ
ェ
l

パ
l

の
市
民
社
会

観
な
ど
を
ナ
イ
ー
ブ
に
継
承
し
て
、
ヴ
ェ
l

パ
l

は
実
際
に
は
市
民
社
会
の
両
義
性
を
問
題
に
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
ス
と
し
て
、
い
や

そ
れ
以
上
に
絶
対
的
な
目
標
と
し
て
受
け
止
め
て

い
た
人
々
も
た
く
さ
ん
い
た
わ
け
で
す
か
ら
。
そ

の
辺
は
非
常
に
複
雑
だ
と
思
い
ま
す
。

二
十
世
紀
の
破
局
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
構
長

く
プ
ラ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
生
き
延
び
て
い
て
、

一
九
八
0
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
続
い
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
の
専
門
か
ら
い
え
ば
、
や
は

り
こ
う
し
た
図
式
、
あ
る
い
は
知
的
地
図
、
無
意

識
の
へ
l

ゲ
ル
主
義
と
い
い
ま
す
か
、
へl
ゲ
ル

の
描
い
た
世
界
の
図
式
が
作
用
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
一
方
で
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
か
ら
、
他
方

で
で
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
始
ま
っ
て
、

さ
ら
に
遡
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
の
独
裁
か
ら
は
じ

ま
っ
て
精
神
の
発
展
、
も
し
く
は
長
い
旅
を
経
て

次
第
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
が
実
現
す
る
と

い
う
、
あ
の
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
そ
し
て
そ
の
系
列

に
、
あ
る
時
期
か
ら
世
界
の
各
地
域
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
参
加
し
、
歴
史
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
図

式
で
す
。
日
本
は
幸
か
不
幸
か
十
九
世
紀
の
半
ば

か
ら
そ
う
い
っ
た
側
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
先
の
、
例
え
ば
明
治
以
降
の

• 〈座談会〉思惣史にとってのヨ一口ツ)，特集 I

2003 社会思想史研究 No.27



• 日
本
思
想
史
と
、
明
治
以
前
と
の
思
想
史
と
は

ち
上
っ
と
違
う
と
い
う
考
え
が
出
て
く
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
大
学
の
学
科
編
成
で
も
違
っ
て
く
る

と
か
で
す
ね
。
日
本
史
を
わ
れ
わ
れ
が
振
り
返
っ

て
考
え
る
と
き
も
、
戦
国
時
代
の
こ
と
は
、
当
時

も
大
陸
と
の
関
係
が
あ
っ
た
の
に
そ
れ
は
抜
か
し

て
、
戦
国
時
代
だ
け
の
話
で
済
ま
し
て
い
た
。
そ

れ
が
明
治
以
降
に
な
る
と
国
際
政
治
の
中
の
日
本

と
い
う
視
野
が
一
般
に
共
通
し
て
見
え
て
く
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
へ
l

ゲ
ル

の
図
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
当
然
「
近
代
化

が
進
ん
で
い
る
」
と
か
、
「
文
化
が
進
ん
で
い
る

と
」
か
、
「
遅
れ
て
い
る
」
と
か
と
い
っ
た
思
考

形
象
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
、
へ
l

ゲ
ル

の
言
葉
で
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
世
界
史
的
諸
民
族
、

い
わ
ゆ
る
中
心
部
に
目
が
行
っ
て
、
そ
の
昔
は
中

心
で
あ
っ
た
、
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
、
ま
た
は

北
欧
な
ど
の
思
想
に
は
余
り
目
が
向
け
ら
れ
な

か
っ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
l

ル
な
ど
で
も
や
は
り
ド
イ

ツ
語
圏
を
通
じ
て
入
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
ご
く
少

数
の
専
門
家
を
抜
き
に
す
れ
ば
基
本
的
に
は
英
独

仏
で
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
思
想
は
そ
れ
ほ

11 

ど
濃
厚
に
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

で
す
。
逆
に
近
代
日
本
の
思
想
史
を
見
る
と
、
そ

う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
み
出
し
た
普
遍
性
へ
の

反
動
か
ら
、
あ
る
い
は
普
遍
性
の
ジ
レ
ン
マ
を
見

抜
い
た
と
い
う
錯
覚
か
ら
、
日
本
の
固
有
の
文
化

的
特
性
を
論
じ
る
文
化
的
自
己
主
張
が
戦
前
の
京

都
学
派
な
ど
に
出
て
き
ま
す
。
い
わ
ば
逆
立
ち
し

た
文
明
史
的
へ
|
ゲ
ル
で
す
。
韓
国
な
ど
で
も
、

日
本
へ
の
対
抗
意
識
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り

西
洋
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
、
京
都
学
派
に
類
似
し

た
議
論
も
ず
い
ぶ
ん
と
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
世
界
各
地
に
そ
う
い
う
京
都
学
派
め
い
た
も

の
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
同

じ
現
象
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
っ
て
も
や
は
り
理
性
と
か

自
由
と
か
、
主
体
と
か
、
そ
う
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

が
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
、
い
わ
ば
な
ら
わ
し

が
反
へ
l

ゲ
ル
主
義
者
、
実
存
主
義
者
に
す
ら

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
批
判
を

す
る
人
々
で
も
、
生
活
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
は
近

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
つ
く
っ
た
生
活
ス
タ
イ
ル
へ
と

限
り
な
く
近
づ
い
て
い
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
で

は
、
依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
最
も
へl
ゲ
ル
主

義
者
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
現
在
で
は
思
想
の
議
論
、
あ
る
い
は

文
化
論
の
中
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
理
性
と
か
、

啓
蒙
と
い
う
の
は
非
常
に
評
判
が
悪
い
。
啓
蒙
こ

そ
抑
圧
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
よ
く
聞
き
ま
す
。

こ
れ
も
理
由
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大

き
な
理
由
は
、
や
は
り
国
際
共
産
主
義
運
動
、
ス

タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
、
そ
う
い
う
前
衛
主
導
型
の
社
会

思
想
の
す
で
に
戦
前
か
ら
の
挫
折
に
あ
る
と
思
い

ま
す
し
、
戦
後
の
西
側
の
共
産
主
義
も
、
ヴ
ェ
l

パ
l
H

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
含
め
て
、
挫
折
に
追
い

込
ま
れ
ま
し
た
。
資
本
主
義
へ
の
総
体
と
し
て
の

批
判
と
い
う
の
は
、
批
判
し
て
も
社
会
的
な
重
要

性
が
非
常
に
乏
し
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
、
多
く

の
人
々
の
目
は
文
化
に
向
か
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
グ
ー
ン
と
い
う
も
の
が
リ
ン

グ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
l

ン
(
一
言
語
論
的
転
回
)
と

時
を
同
じ
く
し
て
生
じ
ま
し
た
。
「
文
化
」
と
い

う
言
葉
は
ド
イ
ツ
か
ら
そ
れ
が
入
っ
て
き
た
十
九

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
な
ん
だ
い
、
そ
れ
は
。

サ
ワ
l

キ
ャ
ベ
ツ
の
こ
と
か
い
」
(
一
八
八
六
年
の

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
リ
ソ
ン
の
文
章
に
こ
の
よ
う
な
発

言
が
出
て
く
る
こ
と
を
ミ
ヨ
シ
・
マ
サ
オ
が
あ
る
論
文

で
引
い
て
い
ま
し
た
)
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
「
文

化
」
で
す
か
ら
、
今
の
「
文
化
」
の
イ
ン
フ
レ
現
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象
は
驚
く
べ
き
変
化
で
す
。
七
0
年
代
末
期
か
ら

八
0
年
代
冒
頭
の
こ
の
タ
l

ン
以
降
は
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
l

の
固

有
の
文
化
的
権
利
、
そ
う
い
っ
た
方
向
に
議
論
が

行
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
で

マ
ル
ク
ス
主
義
と
接
合
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す

し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
全
く
放
棄
し
て
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
l

の
立
場
を
論
じ
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
分

配
的
平
等
も
文
化
的
尊
厳
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
あ
る
い
は
コ
ミ
ユ
ニ
タ

リ
ア
ニ
ズ
ム
な
ど
も
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に

は
、
我
々
が
基
本
的
に
は
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
西
側
の
生
活
ス
タ
イ
ル
へ
の
、
今
の
世
界
史

の
状
況
の
中
で
の
根
本
的
な
不
信
と
い
う
も
の
も

大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ

λ
ノ
。
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そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
的
政
治
的
流
動
化
の
結
果
と
し
て
生

じ
た
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
判
で
す
。
こ
の
流
動
化

と
い
い
ま
す
の
は
、
旧
コ
ロ
ニ
ー
の
人
々
が
例
え

ば
ア
メ
リ
カ
の
大
学
へ
入
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
大

学
で
ポ
ス
ト
を
得
て
画
期
的
な
本
を
書
く
と
い
う

現
象
で
す
。
例
え
ば
ス
ピ
ヴ
ア
ツ
ク
の
よ
う
な
、

第
一
二
世
界
の
エ
リ
ー
ト
で
す
ね
。
元
談
で
、
ス
ピ

ヴ
ア
ツ
ク
は
サ
パ
ル
タ
ン
に
つ
い
て
書
い
て
い
る

け
れ
ど
も
サ
パ
ル
タ
ン
を
見
た
こ
と
は
な
い
は
ず

だ
と
い
う
悪
口
も
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
う
い

う
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
の
知
的
水
準
に
耐
え
得

る
議
論
と
な
っ
て
、
結
果
と
し
て
批
判
の
議
論
に

つ
い
て
も
英
語
圏
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
現
象
が

生
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
へ
の
無
差

別
的
批
判
が
非
常
に
は
や
っ
て
い
ま
す
し
、
理
性

H

抑
圧
、
普
遍
主
義
日
抹
殺
と
い
っ
た
議
論
も
散

見
し
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、

わ
れ
わ
れ
は
「
思
想
史
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
と
い
う
問
題
を
取
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
や
は
り
今
ま
で
現
実
に
や
っ
て
き
た

こ
と
、
そ
れ
と
絡
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
再
読
す
る

と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
先
生
た
ち
の
世
代
の
よ

う
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
い
い
と
こ
、
一
度
は
行
っ
て

ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
調
子
に
戻
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
不
可
能
で
す
。
他
方
で
全
面
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
見
て
、
頭
の
中
で
は
根
本
的

に
批
判
す
る
、
し
か
し
現
実
に
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
が
生
み
出
し
た
個
人
主
義
、
あ
る
い
は
そ
の
生

活
の
多
様
化
へ
の
方
向
を
実
際
の
生
活
で
は
多
く

の
同
僚
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
宗
教
か
ら
の
仰

世
俗
化
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
普
か
ら
世
俗
宗
2

教
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
が
、
そ
う
で
あ
る
だ
け
2

に
世
俗
化
は
進
ん
で
い
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
泊

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
複
雑
な
問
題
を
除
け
慨

ば
、
そ
し
て
急
速
な
近
代
化
に
よ
る
村
社
会
を
引
制

き
ず
っ
て
い
る
問
題
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
ま
近
恩

4
E
 

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
み
出
し
た
多
様
な
個
人
的
生
社

活
様
式
へ
と
進
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
生

じ
る
問
題
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。こ

の
暗
黙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
は
、
当
然

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
周
辺
部
に
関
す
る
知
識
の
欠
如
で
も

あ
り
ま
す
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
の
思
想

や
社
会
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
事
実
上
の
無
知
と

も
絡
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
個
々
に
イ
ン
ド
思

想
史
や
エ
ジ
プ
ト
思
想
史
、
セ
ネ
ガ
ル
思
想
史
、

そ
れ
を
や
れ
と
い
っ
て
も
技
術
的
に
難
し
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
地
域
の
人
々

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ど
の
よ
う
な
対
決
の
議
論
を
し

て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
す
ら
知
識
が
な

い
わ
け
で
、
本
当
は
そ
う
い
っ
た
問
題
を
ク
ロ
ス

リ

l

ジ
ヨ
ナ
ル
と
い
い
ま
す
か
、
ク
ロ
ス
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
と
い
い
ま
す
か
、
突
き
合
わ
せ
た
ら
非



常
に
お
も
し
ろ
い
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
は
全
面
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
批
判
、
つ
ま

り
、
一
六
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
は
近
代
性
H

主
体

性
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
が
帝
国
主
義
で
あ
る
と

か
、
国
民
国
家
は
そ
の
ま
ま
排
除
で
あ
る
と
い
う

単
純
な
筋
書
き
は
、
裏
返
し
た
へ
l

ゲ
ル
主
義

で
、
全
面
的
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で

す
。
批
判
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
も
の
も
あ
り

ま
す
し
、
そ
れ
は
後
で
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す

が
。
そ
う
い
う
批
判
を
す
る
人
々
は
、
い
わ
ゆ
る

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
エ
ツ
セ
ン
シ
ア
リ
ズ
ム
、
文
化

的
本
質
主
義
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
、
構
成
主
義

の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
論
じ
る

と
き
に
は
結
構
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
本
質
主
義

に
転
落
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
主
体
中
心
で
あ

る
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
化
が
発
生
し
て
く
る
よ
う
な
本
質
主
義
に
陥
っ

て
い
る
の
が
、
理
論
的
に
も
矛
盾
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
観
点
か
ら
き
ょ
う
は
阪
上
さ
ん
、
そ

れ
か
ら
松
岡
さ
ん
と
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

と
は
な
ん
ぞ
や
」
と
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
戦
後
の

日
本
で
ど
う
い
う
意
味

を
も
っ
て
い
た
の
か
。
そ

う
し
た
批
判
の
う
ち
聞

く
べ
き
と
こ
ろ
は
一
体

何
な
の
か
。
そ
の
う
え

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
批
判
を
踏
ま
え
な

が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究

を
続
け
る
切
り
口
と
い

う
も
の
は
、
ど
う
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
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ま
す
。

腿
怒
品
二
一
島
さ
ん
の
問
題
提
起
は
、
三
っ
か
三

つ
ほ
ど
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま

す
。一

つ
は
そ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
思
想
史
研
究
で

は
新
し
い
研
究
が
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
思
想
史

の
大
き
な
ス
キ
l

ム
と
い
う
か
、
「
大
き
な
物
語
」

で
は
、
依
然
と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
も
登
場
人
物
も

変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
よ
い
の
か
、
と
い
う

問
題
で
す
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
根
底
に
は
、

へ
l

ゲ
ル
の
図
式
が
あ
る
。
こ
の
無
意
識
の
へi

ゲ
ル
主
義
に
支
え
ら
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
あ
る
種

の
理
想
化
を
施
さ
れ
て
、
プ
ラ
ス
の
価
値
を
も
つ

も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ

の
こ
と
の
問
題
性
で
す
。
日
本
の
思
想
史
研
究
に

つ
い
て
少
し
具
体
的
に
い
う
と
、
「
市
民
社
会
論
」

で
す
ね
。
「
市
民
社
会
論
」
は
日
本
の
近
代
化
の

あ
り
方
に
規
定
さ
れ
て
、
か
な
り
特
産
品
的
な
性

格
を
も
っ
て
い
る
。
日
本
は
工
業
化
と
い
う
意
味

で
は
近
代
化
に
成
功
し
た
け
れ
ど
も
、
自
立
し
た

市
民
に
も
と
づ
く
市
民
社
会
の
確
立
と
い
う
点
で

は
未
成
熟
だ
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
社
会

の
論
理
を
摘
出
し
て
、
日
本
の
「
市
民
社
会
化
」

を
図
る
と
い
う
議
論
で
す
。
こ
の
議
論
は
「
欠
如
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理
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
な
か
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
想
化
の
契
機
が
強
く
働
い
て
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

に
た
い
す
る
批
判
自
体
が
本
質
主
義
の
傾
向
を
は

ら
ん
で
い
て
、
裏
返
し
の
へ
|
ゲ
ル
主
義
に
な
り

か
ね
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
大
き
な
流
れ
の
問
題
と
そ
の
な
か

で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
想
化
の
問
題
か
ら
入
り
ま

し
ょ
う
か
。

も
、
結
ぼ
れ
る
像
、
も
違
う
は
ず
で
す
が
、
そ
の
こ

と
は
い
ず
れ
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
一
番
目
の
日
本
か
ら
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題

で
す
が
、
た
と
え
ば
、
経
済
学
で
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
の
理
論
や
思
想
と
い
う
の
は
理
想
化
さ
れ
て
き

た
と
思
い
ま
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
明
治
の

日
本
人
が
、
た
と
え
ば
激
石
が
行
っ
て
見
た
よ
う

な
イ
ギ
リ
ス
で
も
よ
い
で
す
が
、
や
は
り
当
時
の

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
、
政
治
的
な
力
、
あ
る
い
は

軍
事
的
な
力
、
文
化
的
な
力
、
そ
う
い
っ
た
も
の

を
見
て
圧
倒
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
近
代
的
な
社
会
や

近
代
的
価
値
の
理
想
化
と
日
本
の
近
代
化
へ
の
努

力
が
始
ま
り
、
ス
ミ
ス
の
理
論
が
理
想
的
な
社
会

や
経
済
の
姿
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
そ
の
当
時
の
日
本
の
実
態
は
ど
う
か

と
い
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
は
か
け
離
れ
て
い

た
。
経
済
的
に
で
す
よ
。
そ
う
い
う
状
況
を
ど
う

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
日
本
に
は
封
建

的
な
要
素
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
議
論
を
し
ま

す
ね
。
そ
れ
で
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
描
い
て
い

る
よ
う
な
自
由
な
貿
易
と
か
自
由
な
市
場
と
い
う

も
の
を
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
頃
に
、
本
気
で
理
解
で

き
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
な
か
な
か
で
き
な

か
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
高
度
成
長
の
時
期
に
な
っ
て
、
日
本
の
経
済
の

動
き
は
世
界
の
動
き
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
ロ
ン
ド
ン
が
動
く
と

世
界
の
経
済
も
連
動
し
て
動
く
と
い
わ
れ
て
い
た

よ
う
な
事
態
が
、
や
っ
と
わ
た
し
た
ち
に
は
、
実

感
と
し
て
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の

自
由
貿
易
と
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
実
態
と
の
関
係

も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま

す
。と

こ
ろ
が
、
そ
れ
以
前
の
長
い
間
、
わ
た
し
た

ち
が
受
け
た
:
:
:
と
い
う
よ
り
も
日
本
が
、
日
本

人
が
自
己
認
識
し
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
近
づ
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
日
本
し
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
実
態
に
差

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
中
心
で
、
ス
ミ
ス
の
認
識

と
そ
の
認
識
の
前
提
と
な
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の

実
態
と
の
聞
に
も
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

ら
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

離
宮
謝
自
己
認
識
と
い
う
の
は
、
自
分
だ
け
で

で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
必
ず
自
分
を

映
す
鏡
が
要
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
鏡
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
と
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
鏡
自
体
が
理
想
化

さ
れ
る
。
先
ほ
ど
の
三
島
さ
ん
の
お
話
で
い
う

• 〈座談会〉思想史にとってのヨーロッパ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

特集 I

雄
摺
聞
問
題
と
し
て
は
、
大
き
な
流
れ
、
大
き

な
物
語
が
も
っ
て
い
た
意
味
は
な
に
か
と
い
う
こ

と
が
一
つ
、
一
一
つ
目
は
、
そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は

日
本
人
と
し
て
ど
う
受
け
止
め
た
か
と
い
う
こ
と

で
す
ね
}
大
き
な
流
れ
、
あ
る
い
は
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
流
れ
と
い
う
場
合
に
、
私
な
ん
か
が
考
え
る

の
は
、
ど
の
よ
う
な
空
間
、
ど
の
よ
う
な
時
間
の

枠
で
考
え
る
か
で
、
問
題
の
様
相
が
随
分
変
わ
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
戦
後
の
早
い
時
期

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
の
と
、
現
在
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
見
る
の
と
で
は
明
ら
か
に
そ
の
視
点
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と
、
現
実
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
拒
否
す
る
け
れ
ど

も
、
理
念
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
鏡
と
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
遅
れ
を
摘
出
し
批
判
す

る
。

詩
型
島
和
辻
哲
郎
で
も
現
実
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

横
暴
は
拒
否
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
偉
大
な
文

化
の
担
い
手
た
ち
は
尊
敬
す
る
と
い
っ
た
文
章
が

す
で
に
、
『
偶
像
再
興
』
の
な
か
な
ど
に
も
あ
り

ま
す
。
あ
る
い
は
、
西
田
幾
多
郎
の
よ
う
に
、
概

念
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
使
い
な
が
ら
日
本
を

売
り
出
す
行
き
方
も
そ
こ
か
ら
で
て
き
ま
し
た
。

睡
寄4
山
室
信
一
さ
ん
が
『
思
想
課
題
と
し
て

の
ア
ジ
ア
』
で
書
い
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
近
代

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
い
う
合
わ
せ
鏡

に
よ
っ
て
自
己
を
認
識
し
て
き
た
。
つ
ま
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
い
う
鏡
に
照
ら
し
た
場
合
の
遅
れ
て

劣
っ
た
自
己
像
と
、
ア
ジ
ア
と
い
う
鏡
に
照
ら
し

て
得
ら
れ
た
優
越
像
の
な
か
で
「
真
の
自
己
像
」

を
探
し
求
め
て
き
た
。
そ
の
悲
喜
劇
が
日
本
の
近

代
だ
、
と
い
う
の
で
す
。

雄
週
間
鏡
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
と
き
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
性
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

が
想
定
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
い
う
の
は
何

か
と
い
う
問
題
が
あ
り

ま
す
ね
。
確
か
に
ア
メ

リ
カ
、
あ
る
い
は
日
本
、

ア
ジ
ア
に
た
い
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
主
張

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
な
ん

• 15 
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か
を
見
て
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
非
常
に
は
っ
き
り

わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
も
と
も
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
自
己
認
識
に
か
ん
し
て
、
歴
史
的
に
は
オ
ス
マ

ン
ト
ル
コ
と
の
関
係
が
重
要
で
す
ね
。
オ
ス
マ
ン

ト
ル
コ
な
い
し
は
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
関
係
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
自
己
を
認
識
し
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
後
、
自
己
認
識
を
す
る
歴
史
的
契

機
と
い
う
の
は
し
ば
ら
く
な
く
な
り
ま
す
ね
。
あ

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
の
中
心
に
な
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
内
部
で
の
思
想
的
な
対
立
と
か
が
起
こ
っ

て
き
て
、
次
に
あ
ら
た
め
て
自
己
認
識
す
る
の

は
、
ア
メ
リ
カ
が
登
場
し
て
で
す
ね
。

た
だ
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
が
思
想

的
に
対
抗
し
て
い
た
こ
と
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の

思
想
的
な
潮
流
の
闘
い
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
も
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

睡
窓
謝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も

の
で
は
な
く
て
、
対
立
と
分
裂
の
期
間
が
長
い
で

す
ね
。
文
明
の
統
一
性
を
も
と
に
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
書
く
と
い
う
の
は
ギ
ゾ
l

の

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
が
最
初
で
し
ょ
う
。
文

明
(
円
苛E
g
巴
。
口
)
と
い
う
語
は
一
七
五
七
年
に
父

の
ミ
ラ
ボ
ー
が
最
初
に
用
い
た
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
ギ
ゾ
l

の
独
創
は
文
明
と
い
う
新
し
い
概
念
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を
武
器
と
し
て
、
各
国
史
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
の
歴
史
を
多
様
性
を
含
ん
だ
統
一
体
の
歴
史
と
し

パ
て
書
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

山
場
麗
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ま
と
ま
り
を
強
調
し
た

コ
「
使
い
方
が
出
て
く
る
の
は
、
や
は
り
ド
イ
ツ
で
三

切
月
革
命
、
フ
ラ
ン
ス
の
二
月
革
命
で
す
か
、
あ
の

わ
後
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
「
ヨ
!
ロ
ツ

抗
パ
」
と
い
う
単
語
の
出
て
く
る
度
合
い
を
見
て

開
も
、
十
八
世
紀
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
少
な
く
と
も

〉
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。
ゲ
l

A
E
 一

切
テ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
単
語
は
全
集
の
索

〈
引
を
見
て
も
本
当
に
い
く
ら
も
出
て
き
ま
せ
ん
。

ロ
マ
ン
主
義
の
代
表
選
手
の
ノ
ヴ
ァ

l

リ
ス
が

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
も
し
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と

い
う
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
中
世
回
帰
で
あ
っ
て
、
同
時
代
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
と
こ

ろ
で
、
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
と
一
緒
に
世
界
中

を
回
っ
て
、
そ
の
旅
行
記
を
書
い
た
フ
オ
ル
ス

タ
!
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
若
者
が
い
ま
す
。
一
七

七
五
年
に
出
た
そ
の
旅
行
記
を
実
は
最
近
訳
し
た

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
無
邪
気
な
自
民
族
中

心
主
義
で
す
。
自
民
族
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
人
で

す
ね
。
タ
ヒ
チ
島
な
ど
で
、
現
地
の
言
葉
を
学
ぶ

特集 I

と
き
に
、
フ
オ
ル
ス
タ
l

に
い
わ
せ
れ
ば
、
イ
ギ

リ
ス
人
は
英
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
強
く
て
、
覚
え

ら
れ
な
い
、
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
語
は
非
常
に
多
様

な
発
音
が
あ
る
か
ら
、
タ
ヒ
チ
の
言
葉
も
ド
イ
ツ

人
は
う
ま
く
ま
ね
で
き
る
と
い
っ
た
お
国
自
慢
を

書
い
て
い
ま
す
。
他
方
で
、
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス

の
豊
か
さ
と
自
由
へ
の
絶
対
的
な
帰
依
も
見
ら
れ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
回
っ
て
二
年

半
か
か
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
、
い
や
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
に
一
反
っ
て
く
る
と
き
に
は
、
「
あ
あ
、
こ
れ

で
よ
う
や
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
れ
る
」
と
か
、
「
わ

れ
わ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
や
は
り
南
洋
の
人
々
と

こ
の
点
で
違
う
」
と
か
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
本
書
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
自
己
批
判
も
結
構
あ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
外

部
に
行
か
な
い
か
ぎ
り
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
も

自
己
批
判
も
出
て
こ
な
い
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
先
駆
的
例
外
を
除
け
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
う
言
葉
が
自
明
の
よ
う
に
出
て
く
る
の

は
、
一
八
三
O
年
、
一
八
四
0
年
代
以
降
の
テ
キ

ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
十
九
世
紀
、

そ
れ
こ
そ
括
弧
っ
き
の
「
市
民
社
会
」
が
安
定
し

て
く
る
時
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
植
民
地
支
配
で
世

界
中
に
大
規
模
に
出
か
け
だ
し
た
時
期
で
す
ね
。

へ
l

ゲ
ル
の
場
合
は
単
語
と
し
て
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
は
何
カ
所
か
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
ち
ょ
っ
と

そ
う
い
う
進
出
の
経
験
以
前
の
自
己
確
認
の
要
素

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
や
慎
重
に
扱
わ
な
い
と
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
一
八
五
O
年
を
過

ぎ
る
と
も
う
完
全
に
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
外

と
の
関
係
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戻
れ

ば
、
そ
の
内
部
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
け
し
か
ら
ん
」

と
か
、
「
ド
イ
ツ
け
し
か
ら
ん
」
と
か
お
互
い
や

り
合
っ
て
い
て
も
、
外
に
出
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

瞳
寝
品
自
己
認
識
は
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
な

か
で
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う

点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
己
認
識
の
大
き
な
契
機
に

な
っ
た
の
は
、
万
国
博
覧
会
で
す
ね
。
ロ
ン
ド
ン

で
聞
か
れ
た
第
一
回
万
国
博
覧
会
で
、
ア
メ
リ
カ

が
出
品
し
た
マ
コ
l

ミ
ツ
ク
の
耕
作
機
で
す
ね
。

こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
、
大
変
脅
威
と
い

う
か
、
ア
メ
リ
カ
の
技
術
を
認
識
さ
せ
、
そ
れ
と

対
抗
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
体
性
が
強
く
意
識
さ

れ
て
く
る
。

議
議
蝿
と
こ
ろ
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
植
民
地

に
行
く
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
同
士
で
つ
き
合
う
わ
け

2仰3社会思想史研究 No.27
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で
す
。
植
民
地
だ
け
で
な
く
東
京
に
来
て
い
た
ベ

ル
ツ
の
日
記
な
ど
を
読
む
と
、
本
国
同
士
の
政
治

的
な
対
立
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

同
士
で
つ
き
合
う
さ
ま
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
フ

ラ
ン
ス
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
と
も
彼
は
交
流
し
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人

は
違
う
け
れ
ど
も
、
ま
と
め
て
見
れ
ば
フ
ラ
ン
ス

人
と
ド
イ
ツ
人
の
方
が
、
日
本
人
と
よ
り
は
共
通

性
が
多
い
と
い
っ
た
日
常
経
験
が
出
来
上
が
っ
て

き
ま
す
。
や
は
り
一
八
四
八
年
、
一
八
五
O
年
ぐ

ら
い
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
、
あ
の
六

0
年
間

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
と
の
接
触

の
あ
り
方
に
極
度
の
不
均
衡
が
出
て
く
る
の
は
非

常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

十
九
世
紀
の
後
半
、
特
に
二
月
革
命
以
降
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
安
定
し
て
、
普
仏
戦
争
以
外
、
一
切
戦

争
が
な
く
て
、
そ
し
て
各
国
が
植
民
地
政
策
で
世

界
に
出
て
い
っ
た
と
き
に
、
出
来
上
が
っ
た
へ
!

ゲ
ル
主
義
的
な
、
へ
l

ゲ
ル
を
知
ら
な
い
者
た
ち

の
へ
l

ゲ
ル
主
義
的
な
世
界
像
で
も
っ
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
が
自
分
た
ち
の
文
化
を
説
明
で
き
た
わ

け
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
出
か
け
て
い
っ
た
日
本
人
も
、
先
ほ
ど
阪
上

さ
ん
が
い
わ
れ
た
こ
と
で
す
が
、
そ
う
し
た
ヨ
l

ロ
ツ
パ
の
自
信
を
鏡
と
し
て
受
け
と
っ
た
と
思
う

ん
で
す
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
行
か
な
く
て
市
民
社

会
論
に
傾
斜
し
た
人
々
も
そ
の
後
爾
で
、
や
は
り

市
民
社
会
の
中
で
の
人
間
の
平
等
と
か
民
主
主
義

と
か
と
い
う
規
範
的
な
価
値
よ
り
も
、
ど
う
も
あ

の
市
民
社
会
の
方
が
う
ま
く
行
っ
て
い
る
、
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
直
感

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
天
皇
制
と
か
そ
う
い
う
も
の
へ
の
倫
理
的
憤

り
、
封
建
的
な
も
の
に
対
す
る
心
理
的
な
嫌
悪
感

だ
け
で
は
な
く
て
、
あ
の
市
民
社
会
モ
デ
ル
の
方

が
豊
か
に
も
な
れ
る
し
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
も
握
れ
る

し
、
か
つ
普
遍
的
な
価
値
も
実
現
で
き
る
、
万
々

歳
と
い
う
理
想
化
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

思
想
史
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ

掛
趨
町
私
自
身
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
思
想
史
の

流
れ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
自
分
で
は
意

識
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
方
で
ア
メ
リ

カ
と
い
う
存
在
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
影
響

を
問
題
に
す
る
場
合
、
幕
末
以
降
か
ら
第
二
次
世

界
大
戦
ま
で
と
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
占
領
か
ら
戦

後
民
主
主
義
の
時
代
あ
る
い
は
も
っ
と
伸
ば
し
て

現
在
ま
で
、
こ
の
二
つ
の
時
代
に
分
け
て
論
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
お
い
て
お
く
と
し

て
、
ア
メ
リ
カ
ま
で
組
み
込
ん
だ
と
き
に
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
流
れ
に
位
置
づ
け
て

議
論
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
わ
た

し
た
ち
は
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
議
論
し
て
き
た

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
い
ま
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。
例
え

ば
わ
た
し
た
ち
の
メ
ン
バ
ー
は
確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
思
想
史
の
人
が
多
い
の
で
、
実
際
上
は
ア
メ
リ

カ
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
戦
後
世
界
の
動
き
を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
脈
絡
で
見
て
き
た
よ
う
な

側
面
が
あ
り
ま
す
ね
。
実
は
気
が
つ
い
て
み
る

と
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

私
な
ん
か
は
ウ
ォ
l

ラ
l

ス
テ
イ
ン
な
ど
現
代
ア

メ
リ
カ
の
思
想
史
的
な
議
論
を
読
み
出
し
て
か
ら

特
に
気
が
つ
く
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ

の
知
識
人
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
が
最

終
到
達
点
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
彼

ら
は
そ
の
地
平
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
ま
す
ね
。

そ
う
す
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
は
非
常
に
ア

ン
ピ
パ
レ
ン
ト
な
見
方
が
で
で
き
ま
す
。
自
分
た

ち
の
直
接
の
祖
先
で
あ
り
、
思
想
的
に
も
い
ろ
い
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ろ
な
意
味
で
自
分
た
ち
を
生
み
出
し
た
も
の
だ
と

い
う
意
識
が
あ
る
と
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の

違
い
を
強
調
し
て
反
発
し
た
り
す
る
。
そ
れ
に
ア

メ
リ
カ
の
民
族
構
成
な
ん
か
を
見
て
い
ま
す
と
い

ろ
い
ろ
な
人
が
混
ざ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
関
係
は
単
純
で
は
な
い
。
そ
う

い
う
意
味
で
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
か
、
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
か
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す

る
批
判
が
、
ア
メ
リ
カ
で
見
る
場
合
に
は
、
非
常

に
わ
か
り
や
す
い
形
で
出
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。

そ
こ
で
、
質
問
で
す
が
、
三
島
さ
ん
は
大
き
な

流
れ
を
ど
の
よ
う
な
時
間
と
空
間
的
な
枠
組
み
で

と
ら
え
て
お
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

噂
嘘
島
日
本
の
戦
後
の
知
識
人
と
戦
後
の
思
想

史
研
究
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
ど
こ
に
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
も
絡
む
の
で
、
な
か
な
か
難
し
い

で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
に
関
し
て
は
長
い
こ
と
、
巨

大
な
無
視
を
続
け
て
い
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
ね
。
大
山
郁
夫
な
ど
は
例
外
で
し
ょ

う
。
鶴
見
俊
輔
な
ん
か
で
も
戦
前
に
ア
メ
リ
カ
に

行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
戦
後
の
影
響
力
を
別

に
す
れ
ば
、
例
外
で
す
。
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

問
題
が
あ
っ
て
も
新
渡
戸
稲
造
な
ど
も
い
わ
ば
ア

メ
リ
カ
・
フ
ァ
ン
で
す
。
今
い
っ
た
こ
と
と
ち
ょ
っ
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と
矛
盾
も
し
ま
す
が
、
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

む
し
ろ
戦
前
の
方
が
、
結
構
近
か
っ
た
人
は
い
た

の
で
す
が
、
官
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
傾
斜
し
て
い

た
以
上
は
、
所
詮
は
例
外
で
し
ょ
う
。

戦
後
の
恐
ら
く
一
九
五

0
年
代
、
一
九
六
0
年

代
、
ま
だ
共
産
主
義
運
動
も
強
く
、
一
方
で
サ
ル

ト
ル
が
入
っ
て
き
て
い
た
あ
の
時
代
に
は
、
批
判

理
論
も
ほ
と
ん
ど
だ
れ
も
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
ア
メ
リ
カ
に
は
思
想
は
な
い
ん
だ
み
た
い
な

話
が
知
識
人
の
あ
い
だ
で
平
気
で
い
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
ニ
l

チ
ェ
に
影
響
を
与
え
た
エ
マ
l

ソ
ン

と
か
、
私
も
自
分
の
ニ
l

チ
ェ
研
究
の
関
係
で
読

み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
と
な
く
た
ま
に
優
れ
た

人
が
い
る
ぐ
ら
い
の
感
じ
で
読
ん
で
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
国
民
的
に
は
こ
う
し
た
官
学
系
と
は

ま
っ
た
く
ち
が
う
ア
メ
リ
カ
へ
の
傾
斜
は
早
く
か

ら
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
る
と
こ
ろ
で
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
ド
イ
ツ
系
は
お
上
の
官

学
、
そ
れ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
な
ど
を
代
表
と

す
る
フ
ラ
ン
ス
系
は
酒
場
も
含
め
て
民
間
の
暗
黙

の
抵
抗
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
国
民
は
、

戦
前
か
ら
も
う
英
語
圏
に
決
め
て
い
た
と
い
う
話

で
、
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
プ
ロ
野

球
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
一
っ
と
っ
て
も
そ
う
で
す

し
、
流
行
を
と
っ
て
も
そ
う
で
す
し
、
日
常
生
活
仰

の
中
に
入
っ
て
く
る
外
来
語
で
も
、
旧
制
高
校
で
2ヴ

'

は
「
バ
イ
ト
」
と
か
「
メ
ッ
チ
ェ
ン
」
と
か
い
つ
2二

U

て
い
た
け
れ
ど
も
、
一
般
国
民
で
は
や
っ
ぱ
り

A

「
ス
マ
ー
ト
」
と
か
、
そ
う
い
う
英
語
の
方
が
入
間

り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
粧

い
う
意
味
で
は
、
一
般
国
民
は
英
語
圏
に
決
め
て
思

ム
ー

い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
知
識
人
は
そ
れ
を
無
視
し
社

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
例
え
ば
エ
マ
l

ソ
ン
と
か
、
ア
メ
リ
カ

の
学
者
に
み
ら
れ
る
、
本
当
に
学
問
は
民
主
主
義

の
た
め
な
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

は
違
う
議
論
は
、
も
ち
ろ
ん
翻
訳
は
あ
り
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
ど
う
も
日
本
の
思
想
系
の
人
に
は
定

着
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
エ
マ
l

ソ

ン
の
講
演
「
ア
メ
リ
カ
の
学
者
」
よ
り
は
、
ニ
ー

チ
エ
の
『
反
時
代
的
考
察
』
や
ヴ
ェ
l

パ
l

の

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
の
方
が
皮
肉
に
い
え
ば

「
え
ら
そ
う
に
」
見
え
た
わ
け
で
す
。
よ
う
や
く

最
近
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
さ
の
中
で
、
そ
れ
に
対
す

る
批
判
を
し
な
が
ら
、
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
過
去

に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
、
む
し
ろ
今
の
ア
メ
リ

カ
の
あ
り
方
を
批
判
で
き
る
よ
う
な
思
想
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
も
ア
メ
リ
カ
自
身
の
中
に
あ
る
と
わ



か
つ
て
く
る
と
、
そ
ち
ら
に
目
が
行
き
出
し
て
い

る
の
が
実
状
で
し
ょ
う
。

結
論
的
に
は
、
独
立
革
命
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の

思
想
に
対
す
る
巨
大
な
無
知
が
、
わ
れ
わ
れ
の
中

に
多
分
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
、
と
思
い
ま
す

ね
。
恐
ら
く
こ
れ
は
旧
制
高
校
で
使
わ
れ
た
テ
キ

ス
ト
な
ど
を
歴
史
的
に
調
べ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
の

授
業
で
は
カ
ン
ト
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
英
語
の
授
業
で
は
何
か
小
説
を
読
ん
で
い

て
、
ア
メ
リ
カ
の
偉
大
な
思
想
家
を
読
ま
な
か
っ

た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
割
合
簡
単
に
出
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
、
推
測
で
す
け
れ
ど
も
、
思

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
私
の
冒
頭
に
描
い
た
地

図
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
き
わ
め
っ
き
と

い
い
ま
す
か
、
ア
メ
リ
カ
の
|
|
文
化
一
般
は
別

で
す
が
|
|
知
的
議
論
を
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自

身
が
、
長
い
こ
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
、
知
識

人
の
大
量
亡
命
が
起
き
る
ま
で
は
無
視
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
す
ね
。

掛
諮
問
だ
か
ら
こ
の
問
題
は
も
う
一
度
き
っ
ち

り
議
論
し
た
い
ん
で
す
。
私
な
ど
は
特
に
そ
う
で

す
け
れ
ど
も
、
第
二
次
大
戦
後
ず
っ
と
生
活
や
文

化
で
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、
学
問

• 19 

的
に
も
知
識
的
に
も
ほ
と
ん
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
流

れ
の
中
に
自
分
の
身
を
置
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。

雌
咽
お
ア
メ
リ
カ
は
、
少
な
く
と
も
、
あ
る
時

期
ま
で
は
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
余
り
鏡
に

な
っ
て
い
な
い
。
ウ
ォ
l

ラ
l

ス
テ
イ
ン
の
言
葉

で
い
え
ば
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
イ

ギ
リ
ス
が
握
っ
た
時
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
が
で
き

あ
が
っ
て
、
そ
の
後
二
十
世
紀
に
な
る
と
世
界
シ

ス
テ
ム
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
ア
メ
リ
カ
に
移
っ
て
い

る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
の
と
こ
ろ
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
像
が
つ
か
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ

は
射
程
に
入
っ
て
こ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的

伝
統
と
い
う
も
の
も
、
非
常
に
短
い
も
の
で
す
ね
。

裁
強
鳳
極
端
に
い
う
と
西
部
劇
と
開
拓
時
代
し

か
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

雄
週
間
そ
う
で
す
ね
。
今
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
人
自
身
に
も
み
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

隠
際
司
ア
メ
リ
カ
人
自
身
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た

い
し
て
文
化
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
。

幡
趨
聞
も
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
も
や
は
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
て
生
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

議
離
も
ち
ろ
ん
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て

い
る
上
層
階
層
は
い
っ
ぱ
い
い
て
、
み
ん
な
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
留
学
し
ま
し
た
よ
ね
。
文
学
で
も
ロ
ン

グ
フ
エ
ロ
!
と
か
ね
、
そ
れ
か
ら
マ
!
ク
・
ト
ウ

ェ
イ
ン
な
ん
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
て
い
ま

す
。
た
だ
、
簡
単
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
け
を
見

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
す
で
に

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
記
な
ん
か
を
見

る
と
、
む
し
ろ
軽
蔑
す
ら
出
て
き
ま
す
。
こ
ん
な

の
で
は
だ
め
だ
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
が
い
い
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
逸
話
で
す
が
、
た
し
か
彼

が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
に
泊
ま
っ
た
と
き
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
濃
い
コ
ー
ヒ
ー
が

出
る
と
、
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で

い
ま
す
か
ら
、
こ
ん
な
泥
み
た
い
な
も
の
は
飲
め

な
い
と
い
う
の
で
す
。
た
か
が
コ
ー
ヒ
ー
の
こ
と

で
す
し
、
も
ち
ろ
ん
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
ま
せ
ん

が
、
も
う
か
な
り
自
信
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

当
時
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
は
新
し
い
民
主
主
義

で
、
新
し
く
ど
ん
ど
ん
西
を
開
拓
し
て
、
北
部
に

工
業
地
帯
が
育
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
な
る
と

い
う
自
信
は
、
む
し
ろ
上
層
階
級
の
持
っ
た
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
と
は
別
に
結
構
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
「
ア
メ
リ
カ
の
学
者
」
の
エ
マl
ソ
ン
に
も



m

明
ら
か
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
も
の
は
全
然

・
わ
れ
わ
れ
の
目
に
入
っ
て
こ
な
く
て
、
一
九
一
七

パ
年
に
ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た

U
と
き
か
ら
、
一
体
何
人
の
日
本
人
が
こ
れ
か
ら
ア

ト
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
時
代
だ
と
思
っ
た
か
と

切
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
ド

わ
イ
ツ
が
負
け
て
ア
メ
リ
カ
が
得
を
し
た
と
い
う
程

抗
度
で
し
ょ
う
。
思
想
的
な
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
チ
エ

開
ン
ジ
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
起
き
た
の
は
そ
れ

〉
か
ら
さ
ら
に
六

O
ー
七
O
年
後
だ
と
思
い
ま
す
。

会議
雄
理
問
そ
う
で
す
ね
。
経
済
的
に
は
、
ア
メ
リ

。
カ
は
一
九
二
0
年
代
に
も
う
世
界
の
ト
ッ
プ
に
躍

り
出
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
一
九
七
O
年
ぐ
ら
い
ま

で
は
ア
メ
リ
カ
の
黄
金
時
代
で
す
。
や
は
り
経
済

的
な
動
き
と
多
少
ギ
ャ
ッ
プ
を
も
っ
て
、
文
化
的

な
動
き
が
起
き
て
い
ま
す
ね
。

自
動
車
や
映
像
文
化
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
l

ド
に

象
徴
さ
れ
る
生
活
様
式
、
ジ
ャ
ズ
な
ど
の
音
楽
文

化
が
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
・
文
化
的
優
位
を
示
し

ま
す
ね
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
中
で

W
A
S
P
と
い

う
よ
う
な
、
要
す
る
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
で
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
で
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
は
や
は

り
自
分
た
ち
の
社
会
構
成
の
モ
チ
ー
フ
の
中
に

特集 I

あ
っ
て
、
独
自
の
思
想
に
自
信
を
持
て
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

臨
躍
脚
『
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ

カ
と
い
う
の
は
結
構
大
き
な
問
題
で
す
ね
。
聖
書

原
理
主
義
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
新
大
陸
と
そ
の

原
住
民
の
存
在
を
神
に
よ
る
創
造
と
い
う
こ
と
で

説
明
し
よ
う
と
思
う
と
、
か
な
り
苦
心
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
七
二
0
年
代
に
ラ
フ
イ
ト
ー

と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
、
ア
メ
リ
カ
原

住
民
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
、
だ
か

ら
こ
れ
は
、
ど
こ
か
の
時
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古

代
人
が
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
に
ち
が
い

な
い
と
い
う
仕
方
で
説
明
す
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の
中
に
ア
メ
リ
カ
原
住
民
を
組
み
込
む

や
り
方
で
す
。
他
方
で
、
そ
れ
と
反
対
に
、
ア
メ

リ
カ
原
住
民
を
高
貴
な
野
蛮
人
と
見
な
す
見
方
が

提
起
さ
れ
る
。
ラ
オ
ン
タ
ン
、
こ
れ
は
か
な
り
怪

し
げ
な
人
物
な
の
で
す
が
、
十
八
世
紀
初
め
に
彼

が
提
起
し
て
い
る
の
は
、
堕
落
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
対
高
貴
な
ア
メ
リ
カ
原
住
民
と
い
う
図
式
で

す
。
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
所
有
権
も
法
律
も

キ
リ
ス
ト
教
も
も
た
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
と
い
う
か
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
、
道
徳

的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
優

れ
て
い
る
。
後
に
デ
ィ
ド
ロ
が
ブ
l

ガ
ン
ヴ
イ
ル

の
旅
行
記
を
も
と
に
作
り
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
の
原

型
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
原
住
民
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
、
所
有
、

宗
教
に
た
い
す
る
批
判
、
要
す
る
に
文
明
批
判
の

原
点
を
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

十
九
世
紀
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
と
は

異
な
る
刺
激
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
た
え
ま
す
ね
。

サ
ン
H

シ
モ
ン
が
そ
う
で
す
が
、
封
建
制
を
も
た

な
い
産
業
主
義
の
国
ア
メ
リ
カ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

で
す
。
ま
た
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
自
発
的
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
基
礎
と
考
え
る

ア
メ
リ
カ
像
を
提
起
し
ま
す
。
ラ
オ
ン
タ
ン
が
文

明
以
前
の
無
垢
の
人
民
像
を
提
出
し
た
と
す
れ

ば
、
十
九
世
紀
に
は
封
建
制
の
痕
跡
を
残
さ
な
い

社
会
、
い
わ
ば
純
粋
な
市
民
社
会
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
、
ア

メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
の
展
開
に
た
い
し

て
も
つ
意
味
は
結
構
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

帯
醤
鳳
意
外
と
わ
れ
わ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
の
ア
メ
リ
カ
移
民
を
想
像
す
る
と
き
に
、
食
い

つ
め
て
ア
メ
リ
カ
に
落
ち
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
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• に
、
明
治
以
降
の
日
本
か
ら
の
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
、

ア
メ
リ
カ
移
民
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
て
い
る
人

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
議
論
が
結
構
な

に
げ
な
く
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に

出
て
い
っ
た
人
た
ち
は
、
そ
れ
に
尽
き
ま
せ
ん
。

農
民
で
、
も
う
都
市
化
の
な
か
で
暮
ら
せ
ず
、
や

む
を
得
ず
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
人
は
沢
山
い
る
に

は
違
い
な
い
で
す
が
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

で
も
、
知
識
層
か
ら
も
、
結
構
新
し
い
文
化
、
新

し
い
と
こ
ろ
へ
の
感
激
で
出
か
け
て
い
っ
た
人
た

ち
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
ゲ
ー
テ
な
ど
で
も
ア
メ

リ
カ
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
国
だ
、
い
か
な
る
意

味
で
も
城
跡
と
か
、
ラ
イ
ン
川
の
ほ
ど
り
の
古
城

跡
の
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
遺
跡
の
な
い
国
に
私
は

一
度
暮
ら
し
て
み
た
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
普
通

の
日
本
人
の
感
覚
だ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
城
跡

が
あ
っ
て
、
古
い
教
会
が
あ
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
へ
l

ゲ

ル
も
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
世
界
史

の
重
要
な
問
題
が
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
だ
と

い
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
崇
拝
と
い
う
か
、

賛
美
と
い
う
か
、
そ
の
伝
統
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
結

構
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
全
然
わ
れ
わ
れ

に
は
見
え
て
こ
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ

1

ロ
ッ
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パ
の
つ
け
足
し
と
い
う
か
、
副
産
物
程
度
の
意
識

で
思
想
史
の
意
識
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
思
想
を
ろ
く
に
や
ら
な
か
っ
た
こ
と

に
は
ま
た
、
十
九
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
と
、
内
部
の
そ
れ
な
り
の
個
人
主
義
と

か
平
和
と
か
豊
か
さ
と
か
と
い
う
も
の
に
目
が
く

ら
ん
だ
と
こ
ろ
は
、
結
構
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

雄
趨
時
マ
ル
ク
ス
な
ど
も
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
だ
と
い
う
意
識
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
南
北
戦
争
を
機
に
ア
メ
リ
カ

の
内
部
問
題
に
一
層
の
関
心
を
示
し
、
さ
ら
に
ア

メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
共
和
主

義
思
想
の
意
義
を
高
く
評
価
し
て
い
き
ま
す
ね
。

今
か
ら
考
え
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
十
九
世
紀
の
半
ば

と
い
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
が
経
済
・
社
会
的
に
一
番

い
い
と
き
で
す
よ
ね
。
そ
の
と
き
に
彼
は
、
資
本

主
義
の
矛
盾
と
い
う
よ
う
な
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自

身
の
問
題
性
と
い
う
も
の
を
突
き
つ
け
ま
す
か

ら
、
マ
ル
ク
ス
の
目
に
ア
メ
リ
カ
が
ど
う
見
え
て

い
た
の
か
な
と
考
え
る
と
、
や
は
り
今
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
し
い

可
能
性
と
い
う
と
こ
ろ
も
見
て
い
る
ん
で
す
ね
。

雌
官
柑
ア
メ
リ
カ
の
独
立
革
命
を
非
常
に
高
く

評
価
す
る
の
は
ハ
ン
ナ
・
アl
レ
ン
ト
で
す
ね
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
社
会
問
題
の
解
決
を
背
負
い
込

み
、
そ
の
結
果
、
恐
怖
政
治
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
革
命
は

自
由
な
公
的
空
間
を
作
り
だ
し
た
。
政
治
の
本
来

の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
よ
り

も
ア
メ
リ
カ
革
命
の
方
が
は
る
か
に
重
要
だ
、
と

ア
l

レ
ン
ト
は
い
っ
て
い
ま
す
ね
。
も
っ
と
も
、

ア
メ
リ
カ
人
自
身
が
そ
の
こ
と
の
意
義
を
自
覚
せ

ず
、
ま
た
創
出
さ
れ
た
公
的
空
間
も
形
骸
化
し
て

ゆ
く
と
い
う
問
題
は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
。

議
議
園
南
北
戦
争
の
と
き
の
、
マ
ル
ク
ス
の
さ

ま
ざ
ま
な
記
事
が
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
彼
が
南

北
戦
争
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
を
読
む
と
、

や
は
り
も
う
北
軍
絶
対
主
義
で
す
ね
。
そ
れ
で
リ

ン
カ
ー
ン
が
勝
っ
た
と
き
に
、
あ
れ
は
実
際
に
出

し
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
リ
ン
カ
ー
ン
へ

の
お
祝
い
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ

な
ど
を
見
る
と
、
「
黒
人
」
が
解
放
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
、
も
う
万
々
歳
で
す
ね
。

雄
週
間
奴
隷
解
放
に
賛
意
を
表
明
し
て
、
リ
ン

カ
ー
ン
の
再
選
ま
で
支
持
し
ま
す
ね
。

噂
議
園
町
非
常
に
不
思
議
と
い
う
か
、
こ
の
間
空

母
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
で
、
ブ
ッ
シ
ュ
が

演
説
し
た
の
を
見
た
と
き
に
、
歴
史
の
ア
イ
ロ
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一
一l

を
感
じ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

施
歯
聞
そ
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
移
民
の
形
と
い
う
の
は
、
何
の
理
由
も
な
く
唐

突
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
農
村
の
都
市
化
に
伴
っ
て
、
一
つ
の
流

れ
が
で
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
農
村
に
お

け
る
下
層
の
民
衆
の
生
活
サ
イ
ク
ル
か
ら
、
移
民

が
出
て
く
る
の
が
基
本
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と

同
時
に
他
方
で
宗
教
的
・
社
会
的
な
問
題
な
ど
が

あ
っ
て
、
エ
リ
ー
ト
層
か
ら
も
移
民
が
出
て
い
き

ま
す
ね
。
二
つ
の
層
か
ら
移
民
が
出
る
と
い
う
構

図
が
あ
り
、
か
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
の
あ

り
方
に
対
す
る
批
判
を
も
っ
て
、
流
れ
出
て
い
く

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
続
い
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
で
す
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部

で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
マ

ル
ク
ス
は
、
独
立
戦
争
や
奴
隷
解
放
に
伴
う
ア
メ

リ
カ
の
可
能
性
や
発
展
の
行
方
に
つ
い
て
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
肯
定
と
否
定
の
両
義
性
に
お
い
て
見
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
ね
。

は
あ
る
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
批
判
者
で

す
。
資
本
主
義
批
判
を
通
じ
て
で
す
。
本
国
で

守
っ
て
い
る
常
識
を
植
民
地
で
は
鼻
に
も
か
け
な

い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
批
判
し
て
い
る
文
章
も
あ
り

ま
す
(
「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
」
)
。
ニ
l

チ
エ

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
る
も
の
へ
の
激
烈
な
批
判
者

で
す
。
マ
ル
ク
ス
と
違
っ
て
、
直
接
に
資
本
主
義

と
い
う
よ
り
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
、
生
活
の

あ
り
方
へ
の
批
判
で
す
。
し
か
し
、
外
部
に
関
し

て
は
共
通
面
も
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
皇
帝
が
奴
隷
解

放
の
名
目
で
ケ
ニ
ア
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

な
ど
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
ま
す
(
も
っ
と
も
ニl

チ
ェ
が
な
に
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
考
え
た
か
は
い
さ

さ
か
怪
し
く
、
当
時
の
文
化
エ
リ
ー
ト
が
考
え
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
批
判
し
て
い
る
だ

け
で
す
が
)
。
近
代
社
会
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
社

会
、
階
級
社
会
へ
の
批
判
、
あ
る
い
は
文
化
へ
の

批
判
、
ニ
l

チ
ェ
、
マ
ル
ク
ス
は
み
な
共
通
の
こ

と
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。

た
だ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
論
じ
方

に
も
問
題
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
思
想
史
研
究

で
は
、
実
際
の
社
会
史
的
な
動
き
、
歴
史
上
の
実

際
の
動
き
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
し
て
こ
な

か
っ
た
か
ら
、
ど
う
し
て
も
テ
キ
ス
ト
の
方
だ
け

が
見
え
て
き
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
批
判
と
い
っ
て
い

る
だ
け
に
な
り
ま
す
。
思
想
史
だ
け
や
っ
て
い
る

n'' 

と
、
テ
キ
ス
ト
が
中
心
で
す
か
ら
、
実
際
の
社
会
2日

U

や
文
化
の
動
き
が
見
え
て
こ
な
く
な
り
が
ち
で

N

す
。
こ
こ
に
も
大
き
な
欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
大
き
耐

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
枇

わ
れ
わ
れ
は
テ
キ
ス
ト
中
心
主
義
に
落
ち
込
ん
で
思
会

い
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
社

雄
摺
問
先
ほ
ど
大
き
な
流
れ
を
ど
の
時
間
と
空

聞
で
、
つ
ま
り
時
代
間
隔
と
空
間
的
広
が
り
で
見

る
か
と
い
う
話
を
提
起
し
ま
し
た
が
、
そ
の
観
点

か
ら
は
、
私
は
マ
ル
ク
ス
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主

義
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
彼
が
生
き
て
い
た
時
代
と
地
域
を
、
マ

ル
ク
ス
の
思
想
研
究
の
背
景
に
置
か
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
ね
。
そ
う
す
る
と
彼
の
場
合
、
今
か
ら
見

れ
ば
、
資
本
主
義
が
完
成
し
た
状
態
で
批
判
し
て

い
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
資
本
主
義
は
数
世

紀
前
か
ら
勃
興
し
て
き
て
、
そ
の
後
地
球
の
一
部

で
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
根
づ
い
て
、
そ

こ
を
中
心
に
し
た
地
域
で
一
つ
の
統
一
圏
、
統
一

市
場
を
つ
く
り
出
し
た
。
当
時
は
そ
れ
が
世
界
的

な
影
響
力
を
発
揮
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
波
及
す
る

力
を
持
ち
は
じ
め
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

〈座談会〉思想史にとってのヨ一口ツ/て特集 I

テ
キ
ス
ト
申
心
主
義

思
想
史
の
中
で
、
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス

2003 



• す
る
と
そ
こ
か
ら
マ
ル
ク
ス
が
作
っ
た
理
論
の
構

成
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
動
け
ば
世
界
が
動
く
と
、

こ
う
い
う
発
想
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

玄
轟
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
っ
て
も
、
マ
ル
ク
ス

の
場
合
は
一
番
現
実
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
は
、

結
局
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
す
よ
ね
。

麟
諮
問
え
え
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
と
、
大

枠
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
に
フ
ラ
ン
ス
の
社

会
主
義
と
ド
イ
ツ
の
哲
学
と
を
入
れ
て
、
や
は
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
ま
た
そ
の
背
景
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の

社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
商
業
圏
と
し
て
は
、

も
つ
ど
早
く
十
五
1

十
六
世
紀
か
ら
形
成
さ
れ
始

め
、
二
0
0
1

三
O
O
年
の
か
な
り
の
時
聞
を
か

け
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
統
一
経
済
市
場
、
経
済
圏
で
す
ね
。
こ
の
期

間
を
通
じ
て
、
小
麦
や
香
辛
料
と
か
、
銀
の
値
段

な
ど
も
か
な
り
統
一
的
に
動
く
よ
う
に
な
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。

意
議
園
町
あ
と
、
イ
ン
ド
の
紅
茶
と
か
。
マ
ル
ク

ス
は
紅
茶
の
収
穫
ま
で
春
薪
き
、
秋
薪
き
と
分
け

て
丁
寧
に
情
報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
ね
。

雌
趨
聞
そ
う
い
う
生
活
必
需
品
ま
で
植
民
地
の

も
の
が
原
料
と
し
て
入
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
、
次
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に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
加
工
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・

ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
、
海
外
に
出
て
い
く
ん
で
す
よ

ね
。

醸
隊4
マ
ル
ク
ス
の
場
合
で
も
、
資
本
の
文
明

化
作
用
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、

イ
ン
ド
で
あ
れ
中
国
で
あ
れ
、
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
資
本
主
義
は
ひ
ど
い
こ
と
を
や
る
ん
だ
け
れ

ど
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
を
解
体
さ
せ

て
文
明
化
す
る
、
後
進
国
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
共
同
体
の
解
体
の
段
階
を
通

過
し
な
い
と
未
来
は
な
い
と
い
う
話
に
な
り
ま
す

ね
。

翠
讃
え
え
。
そ
れ
で
、
今
マ
ル
ク
ス
は
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
最
初
の
理
論
家
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
世
界
市
場
を
見
て
い
た
マ
ル
ク
ス
の
い
ろ

い
ろ
な
小
さ
い
文
章
が
あ
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
イ

ン
ド
で
、
紅
茶
の
収
穫
が
悪
い
と
ロ
ン
ド
ン
で
価

格
が
不
安
定
に
な
り
、
彼
の
ち
ょ
っ
と
甘
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
す
ぐ
革
命
が
起
き
そ
う
だ

と
い
う
よ
う
な
文
章
で
す
。
そ
う
い
う
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
見
て
い
た
マ
ル
ク
ス
に
な
ら
っ
て
、
当
時

の
日
本
の
研
究
者
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う

か
、
世
界
市
場
を
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
外

部
か
ら
原
材
料
が
入
っ
て
く
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、

そ
れ
が
、
世
界
の
工
場
の
イ
ギ
リ
ス
で
加
工
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
労
働
者
の
貧
困
、
炭

鉱
の
貧
困
が
あ
る
こ
と
、
資
本
主
義
批
判
で
も
そ

こ
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本

も
お
な
じ
よ
う
な
形
で
、
外
か
ら
何
と
な
く
原
材

料
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
イ
メ
ー
ジ

で
、
恐
ら
く
経
済
学
で
も
議
論
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
マ
ル

ク
ス
が
見
て
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
、
わ
れ
わ
れ

は
見
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
専
門
家
は
見
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

雄
摺
聞
そ
う
で
す
ね
。
日
本
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
は
見
て
い
な
か
っ
た

し
、
見
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
も
、
今
の
よ
う
な
、
一
九
八
0
年
代
、
一

九
九
0
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
当
時
の
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
は
大
分
違
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
。
マ
ル
ク
ス
の
頭
の
中
に
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
植
民
地
と
の
関
係
も

入
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
動
く
。
そ
こ
に
中
心
つ

ま
り
エ
ン
ジ
ン
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
生
産
も
主

な
も
の
は
そ
こ
で
す
る
、
消
費
も
含
め
た
流
通
や
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循
環
も
そ
こ
を
起
点
で
な
さ
れ
る
と
い
う
見
方
を

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
っ

て
も
圧
倒
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
で
、
そ
の
中
心

部
を
見
て
い
る
と
世
界
の
経
済
の
基
本
的
な
動
き

は
わ
か
る
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
商
品
や
お
金
の
動
き
を
、
ロ
ン
ド
ン
の
シ

テ
ィ
に
お
け
る
銀
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
考

え
る
と
か
、
そ
う
い
う
形
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は

見
て
い
る
ん
で
す
ね
。

議
苗
圃
こ
の
間
あ
る
論
文
で
読
ん
だ
の
で
す
け

れ
ど
も
、
一
八
七
四
年
か
一
八
七
五
年
ご
ろ
、
ロ

ン
ド
ン
市
場
の
一
日
の
株
の
値
動
き
は
、
も
ち
ろ

ん
北
ド
イ
ツ
の
リ
ュ
l

ベ
ツ
ク
と
か
ハ
ン
ブ
ル
ク

と
か
、
プ
レ
i

メ
ン
と
か
の
商
人
に
非
常
に
重
要

で
、
そ
れ
が
電
信
で
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
か

ら
、
今
と
同
じ
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
近
い
。
と
こ

ろ
が
ロ
ン
ド
ン
か
ら
直
接
ブ
レ
l

メ
ン
に
打
電
す

る
と
、
回
線
が
混
ん
で
い
て
、
な
か
な
か
伝
わ
ら

な
い
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
打
電
し
て
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
か
ら
も
う
一
回
ブ
レ
l

メ
ン
に
打
電
す
る

と
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
直
接
打
電
し
て
い
る
連
中
よ

り
大
体
二
O
分
速
い
そ
う
で
す
。
そ
の
二
O
分
を

利
用
し
て
儲
け
る
者
が
す
で
に
い
た
そ
う
で
す
。

あ
る
意
味
で
は
、
今
と
同
じ
で
す
ね
。

雄
週
間
そ
れ
は
、
そ
う
で
す
ね
。
為
替
取
引
や

技
術
の
移
転
、
労
働
者
の
移
動
な
ど
の
側
面
で
見

る
と
、
資
本
主
義
世
界
の
初
期
と
現
在
と
で
は
、

地
域
の
格
差
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

本
質
的
に
大
き
な
差
異
は
な
い
と
も
い
え
ま
す

A
M
 

議
議
蝿
今
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
騒
ぐ
と
、
一
部
の

保
守
的
な
歴
史
学
者
が
そ
う
い
う
も
の
を
調
べ

て
、
も
と
も
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
あ
っ
た
ん
だ
と

い
う
議
論
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は

今
話
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
全
然
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
せ
い
ぜ
い
が
、
十
九
世
紀
の
小
説
か
ら
、

観
念
的
な
創
造
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
す
。
例
の

『
モ
ン
テ
ク
リ
ス
ト
伯
』
に
出
て
く
る
、
櫓
を
一

定
距
離
で
並
べ
た
通
信
装
置
等
で
す
。
た
し
か
あ

れ
を
利
用
し
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
か
ど
こ
か
で
の
政
治

的
変
動
の
デ
マ
を
流
し
て
、
敵
を
破
産
に
追
い
込

む
よ
う
な
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。

雄
縄
開
そ
れ
は
保
守
的
な
歴
史
家
に
限
り
ま
せ

ん
ね
。
ウ
ォ
i

ラ
!
ス
テ
イ
ン
な
ん
か
も
完
全
に

そ
う
い
う
発
想
で
す
。
よ
う
す
る
に
商
品
の
移
動

に
よ
る
利
潤
の
獲
得
と
い
う
観
点
に
立
ち
ま
す

と
、
利
ざ
や
が
あ
れ
ば
、
生
産
物
が
ど
う
い
う
形

で
生
産
さ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
労
働
者
に
つ
い
て
も
い
か
に

格
安
の
賃
金
で
も
っ
と
も
有
利
に
使
用
で
き
る
かヲ

'

が
問
題
に
な
る
ん
で
、
ど
う
い
う
制
度
で
働
く
か
2'au 

は
二
の
次
で
す
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
な
発
想
に

A

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
発
想
に
も
と
づ
く
耐

と
、
グ
ロ
I

パ
リ
ズ
ム
は
昔
か
ら
あ
る
と
い
う
こ
散

と
に
な
り
ま
す
。
労
働
力
も
、
今
も
移
動
し
て
い
思

ム
一
品

ま
す
け
れ
ど
も
、
以
前
か
ら
か
な
り
大
量
に
、
移
社

民
と
い
う
形
で
も
、
奴
隷
貿
易
で
も
、
移
動
し
て

は
い
る
ん
で
す
ね
。
生
産
物
も
移
動
し
て
い
る
。

そ
こ
に
注
目
す
る
と
、
も
う
十
六
世
紀
ぐ
ら
い
か

ら
資
本
主
義
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
出
来
上
が
っ
て

く
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
完
成
す
る
の
に
時
間
が

か
か
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
完
成
の
時
期
が
統
一

市
場
圏
の
形
成
の
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
想
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

の
確
立
に
影
響
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

の
一
番
最
盛
期
と
い
う
の
は
十
九
世
紀
半
ば
で
す

が
、
そ
の
こ
ろ
ギ
リ
シ
ア
が
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
か

ら
独
立
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
期
が
、
イ
ギ
リ

ス
資
本
主
義
の
最
盛
期
と
重
な
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
な
統
一
性
を
象
徴
す

る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。

議
譜
廟
あ
の
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
連
続
性
の
神
話
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• は
、
や
は
り
十
九
世
紀
の
産
物
で
す
ね
。
ギ
リ
シ

ア
独
立
戦
争
が
圧
倒
的
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま

す
か
ら
。

離
冨A
パ
イ
ロ
ン
か
な
。

噂
諸
厩
パ
イ
ロ
ン
も
そ
う
で
す
が
、
例
え
ば
ド

イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
も
そ
う
で
す
ね
。
バ
イ
エ
ル

ン
王
国
か
ら
独
立
ギ
リ
シ
ア
の
王
様
が
行
き
ま
し

た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
プ
ロ
ピ
レ
!
ヱ
ン
と
い
う
大

き
な
門
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ

ア
独
立
を
記
念
し
て
作
っ
た
も
の
で
す
。
ア
ク
ロ

ポ
リ
ス
の
丘
の
神
殿
に
入
っ
て
い
く
大
き
な
門
の

ま
ね
を
し
て
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
特

に
ド
イ
ツ
で
は
ギ
リ
シ
ア
が
圧
倒
的
に
強
く
て
、

銀
行
と
か
政
府
の
建
物
が
、
や
は
り
ギ
リ
シ
ア
風

の
柱
を
使
い
ま
す
。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

生
み
出
し
た
、
ギ
リ
シ
ア
と
の
連
続
性
と
い
う
巨

大
な
神
話
を
、
も
う
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
て
い
ま

す
ね
。
そ
し
て
日
本
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
エ

リ
ー
ト
が
作
っ
た
物
語
を
、
日
本
の
エ
リ
ー
ト
が

鵜
呑
み
に
し
た
わ
け
で
す
。

雄
調
時
わ
た
し
た
ち
の
教
わ
っ
た
こ
と
も
、
教

科
書
も
皆
そ
う
で
す
か
ら
。
ギ
リ
シ
ア
文
明
か
ら

始
ま
る
。
そ
れ
で
ロ
l

マ
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

行
っ
て
、
近
代
が
あ
る
と
い
う
。

25 

瞳
醗
鵡
テ
キ
ス
ト
中
心
で
見
て
い
く
と
、
ど
う

し
て
も
自
生
的
に
、
内
部
の
弁
証
法
で
動
い
て
行

く
と
い
う
構
図
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
。

帯
諸
島
へ
l

ゲ
ル
の
概
念
の
論
理
で
動
い
て
い

ま
す
ね
。

曜
官A
だ
け
ど
さ
き
ほ
ど
松
岡
さ
ん
が
い
わ
れ

た
よ
う
に
、
空
間
的
な
枠
組
み
、
あ
え
て
こ
の
言

葉
を
使
え
ば
、
ジ
オ
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
(
地
政
学
的
)

な
要
素
が
当
然
入
っ
て
く
る
。
や
は
り
歴
史
的
な

要
因
と
空
間
的
な
要
因
と
い
う
両
方
を
に
ら
ま
な

い
と
い
け
な
い
。
空
間
的
な
配
置
の
も
つ
意
味
は

結
構
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。

噂
謡
腸
僕
は
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
の
こ
と
が
あ
る

か
ら
ゲ
オ
ポ
リ
テ
ィ

l

ク
(
地
政
学
)
と
い
う
言

葉
が
嫌
い
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
種
の
地
域

的
な
傾
斜
は
、
必
ず
資
本
主
義
の
発
展
に
は
あ
っ

た
し
、
近
代
化
に
も
あ
っ
た
。
恐
ら
く
近
代
化
し

な
い
部
分
の
犠
牲
の
上
に
近
代
化
が
生
じ
て
い
る

わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
学
生
に
も
、
テ
キ
ス
ト

を
理
解
す
る
た
め
に
は
時
代
背
景
と
か
テ
キ
ス
ト

以
外
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
い

ま
す
。
テ
キ
ス
ト
を
読
む
人
聞
に
と
っ
て
当
た
り

前
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
に
も
、
大

体
は
、
当
該
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
代
背
景

に
限
定
し
て
読
む
だ
け
で
す
ね
。
そ
れ
以
上
の
外

ま
で
見
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
古
典
的
な
テ
キ
ス
ト
解
釈
の
中
で
も
、
テ

キ
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
テ
キ
ス
ト
以
外

の
も
の
を
当
然
見
て
い
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ

の
見
て
い
た
と
き
に
も
、
や
は
り
暗
黙
の
限
定
を

つ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
む
し
ろ

テ
キ
ス
ト
中
心
主
義
を
強
め
る
限
定
だ
っ
た
の
で

す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
は
な
か
な
か
見
え
な

か
っ
た
。

こ
れ
は
恐
ら
く
学
の
分
節
化
の
問
題
も
あ
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で
も
歴
史
家
は
、
先

ほ
ど
出
て
き
た
よ
う
な
「
偉
大
な
」
テ
キ
ス
ト
は

あ
ま
り
読
ま
な
い
で
す
ね
。
へ
l

ゲ
ル
の
時
代
で

も
そ
の
こ
ろ
の
地
方
の
織
物
産
業
と
か
、
そ
う

い
っ
た
細
か
い
経
験
を
い
っ
ぱ
い
調
べ
る
方
が
重

要
で
、
多
く
の
歴
史
家
た
ち
に
と
っ
て
は
へ1
ゲ

ル
な
ん
て
全
然
存
在
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の

よ
う
に
思
想
史
を
や
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
は
ま
た

逆
で
、
こ
ち
ら
は
テ
キ
ス
ト
の
方
を
読
ん
で
い

て
、
社
会
の
実
態
は
何
と
な
く
当
時
、
あ
の
辺
は

遅
れ
て
い
た
ぐ
ら
い
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
い
。
そ

の
意
味
で
は
、
一
言
葉
で
は
学
際
的
だ
と
い
う
け
れ

ど
も
、
あ
る
種
の
方
法
的
自
閉
性
が
あ
っ
た
と
思
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う
ん
で
す
ね
。
方
法
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
る
も

の
へ
の
批
判
が
今
は
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
以
前
に
、
や
は
り
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
つ
く
っ

た
テ
キ
ス
ト
の
読
み
方
に
お
け
る
方
法
的
自
閉
性

ま
で
含
め
て
わ
れ
わ
れ
も
引
き
受
け
て
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

雄
盛
岡
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ

て
し
ま
っ
て
、
む
し
ろ
純
粋
な
形
で
読
ん
で
し
ま

う
ん
で
す
ね
。
そ
の
結
果
、
思
想
の
一
貫
性
と
か

あ
る
い
は
不
連
続
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
に

目
が
行
き
、
個
人
の
、
一
人
の
思
想
家
が
抱
え
て

い
る
内
部
矛
盾
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
読
ま
な

い
よ
う
に
す
る
か
、
一
方
で
そ
れ
に
ば
か
り
こ
だ

わ
っ
て
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
研
究
者
が
出
て
き

ま
す
ね
。

〈座談会〉思想史にとってのヨーロッパ特集 I

価
値
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

寄
室
崎
話
を
元
に
戻
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
阪
上

さ
ん
が
最
初
に
い
わ
れ
た
、
「
価
値
表
現
」
で
す

が
、
戦
後
の
日
本
で
そ
う
い
う
社
会
思
想
史
の
図

式
が
出
て
き
た
と
き
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
プ
ラ
ス
の

価
値
で
見
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
同

時
代
者
と
し
て
、
そ
れ
を
も
う
少
し
説
明
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。

雌
怒
晶
私
は
三
島
さ
ん
と
ほ
ぼ
同
年
な
の
で
、
同

時
代
者
と
い
わ
れ
で
も
困
り
ま
す
が
(
笑
)
。
さ

き
に
い
っ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
日
本
の
近
代
化
の
問
題
で
す
ね
。
一
つ
は

日
本
の
近
代
化
が
工
業
化
に
偏
し
て
い
て
、
自
由

な
主
体
と
し
て
の
市
民
の
成
立
が
抑
圧
さ
れ
て
き

た
と
い
う
点
だ
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近

代
は
市
民
的
自
由
の
確
立
の
闘
争
で
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
重
要
な
達
成
で
あ
る
自
立
し
た
市
民
の

確
立
を
目
指
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

丸
山
さ
ん
が
福
沢
諭
吉
に
入
れ
込
む
の
も
そ
う
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
は
ド
l

ア
の
い
う
「
後
発
効
果
」
で

す
ね
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
遅
れ
て
近
代
化
し
た

国
は
そ
の
国
の
過
去
・
伝
統
と
断
絶
し
て
、
近
代

的
な
も
の
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
取
り
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
二
つ
で
す
。

一
つ
は
こ
の
受
容
の
過
程
が
不
可
避
的
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
理
想
化
な
い
し
理
念
型
化
を
と
も
な
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
知
識
人
と
民
衆

と
の
断
絶
で
す
ね
。
た
し
か
ネ
ル
ー
が
、
自
分
は

イ
ン
ド
で
は
異
邦
人
だ
っ
た
と
い
っ
た
よ
う
な
こ

と
を
書
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
知
識

人
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
感
想
を
も
っ
て
い
た
の
仰

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
今
の
問
題
と
直
2得

〆

接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す
が
、
知
識
人
の
主
2

張
の
民
衆
へ
の
浸
透
と
い
う
問
題
を
考
え
る
う
え
的

で
は
考
慮
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
問

日
本
の
近
代
化
が
は
ら
む
問
題
と
は
別
に
、
も
願

う
一
つ
考
え
る
べ
き
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
思
ム
五

の
普
遍
性
の
強
さ
で
し
ょ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
後
社

進
的
な
地
域
に
た
い
し
て
、
武
力
を
背
景
と
し
た

植
民
地
化
と
「
普
遍
的
」
な
価
値
の
体
現
者
と
い

う
二
つ
の
顔
を
も
っ
て
登
場
す
る
。
だ
か
ら
明
治

初
期
の
日
本
の
政
治
家
や
思
想
家
は
、
「
万
国
公

法
」
が
欧
米
列
強
の
論
理
、
「
強
者
の
論
理
」
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
今
後
は
そ

れ
が
国
際
秩
序
の
構
成
原
理
に
な
る
こ
と
を
認
め

て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
た
め
に
必
死
の
努
力
を
す

る
。
植
民
地
化
の
顔
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
、
人

権
に
し
て
も
民
主
主
義
に
し
て
も
植
民
地
化
を
隠

蔽
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
人
権
や
民
主
主
義
の
こ
の
よ
う

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
た
い
す
る
批
判
自
体
が
、

人
権
や
民
主
主
義
の
理
念
に
も
と
づ
か
ざ
る
を
え

な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
普

遍
性
に
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
強
さ
が
あ
る
と



見
る
べ
き
で
し
ょ
う
0

2
轟
い
ま
阪
上
さ
ん
が
い
わ
れ
た
の
は
、
結

局
後
発
近
代
化
に
成
功
し
た
国
の
知
識
人
と
し

て
、
戦
争
に
よ
る
挫
折
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
モ
デ
ル
に
す
る
の
は
、
戦
後
昭
和

二
十
年
代
の
共
通
理
解
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

瞳
官
品
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
第
二
次
大
戦
と
そ

の
敗
北
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

近
代
を
抑
圧
し
た
勢
力
が
起
こ
し
た
と
い
う
理
解

で
す
。

議
議
園
町
丸
山
な
ん
か
、
完
全
に
そ
う
で
す
ね
。

幽
官
品
そ
う
で
す
ね
。
丸
山
さ
ん
の
超
国
家
主

義
論
を
読
む
と
、
戦
時
期
の
権
力
者
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
意
味
で
の
独
裁
者
、
つ
ま
り
自
立
し
た
責

任
主
体
と
し
て
の
独
裁
者
で
は
な
か
っ
た
、
日
本

の
権
力
者
の
媛
小
さ
に
た
い
す
る
批
判
に
満
ち
て

い
ま
す
ね
。
い
い
か
え
る
と
、
日
本
で
は
上
か
ら

下
ま
で
自
立
し
た
責
任
主
体
は
存
在
し
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
新
生
日
本
は
そ
う
し
た
事

態
の
克
服
、
つ
ま
り
市
民
社
会
を
根
づ
か
せ
る
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

議
議
厩
た
だ
、
そ
の
際
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
普

遍
性
の
ジ
レ
ン
マ
ま
で
、
つ
ま
り
、
一
方
で
は
あ

る
種
の
道
具
化
さ
れ
た
普
遍
性
、
い
っ
て
み
れ
ば
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〈
強
者
の
普
遍
主
義
〉
が
あ
っ
た
が
、
他
方
に
は
、

そ
れ
自
身
を
批
判
す
る
反
省
能
力
と
し
て
の
普
遍

性
も
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
見
て
い
た
か
と
な
る
と
、

い
さ
さ
か
疑
問
で
す
ね
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
も

そ
の
傾
向
が
あ
る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
マ

ル
ク
ス
主
義
者
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
資
本
主

義
社
会
は
大
問
題
で
、
マ
ル
ク
ス
の
分
析
は
正
し

い
し
、
ひ
っ
く
り
返
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
け
れ

ど
も
、
そ
し
て
、
ソ
連
型
に
一
応
忠
誠
を
誓
っ
て

い
た
人
々
も
い
ま
し
た
が
、
本
音
は
、
と
い
う
と

ま
ず
い
け
れ
ど
も
、
か
な
り
の
部
分
の
人
は
、
と

り
あ
え
ず
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
て
か
ら
の
話
だ
み

た
い
な
、
二
段
階
論
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

雄
趨
時
レl
ニ
ン
主
義
が
入
っ
て
く
る
以
前
、
日

本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。

堺
利
彦
な
ど
は
一
九
O
六
、
七
年
頃
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
主
義
の
分
裂
を
紹
介
し
て
い
ま
す

し
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主

党
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
一
九

二
一
年
に
始
ま
っ
た
福
田
徳
三
・
河
上
肇
論
争

で
、
河
上
肇
は
ロ
l

ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の

『
資
本
蓄
積
論
』
に
依
拠
し
た
論
陣
を
は
っ
て
い

ま
す
ね
。
レ
l

ニ
ン
帝
国
主
義
論
な
ど
の
影
響
も

こ
の
こ
ろ
か
ら
ぽ
つ
ぽ
つ
出
始
め
ま
す
が
、
本
格

的
に
な
る
の
は
一
九
一
一
0
年
代
後
半
の
こ
と
で

す
。
そ
の
意
味
で
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
民
主

主
義
に
根
ざ
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
を
迎
え
入
れ
る

土
壌
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

躍
官
醐
ロ
シ
ア
革
命
の
勝
利
が
事
態
を
大
き
く

変
え
た
で
し
ょ
う
。
と
く
に
一
九
二

0
年
代
以
後

は
、
圧
倒
的
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
影
響
下
で
し
ょ

λ
ノ雄

趨
聞
確
か
に
、
ロ
シ
ア
革
命
は
ド
イ
ツ
の
社

会
民
主
主
義
に
す
ら
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
か

ら
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
も
圧
倒
的
に
レ
l

ニ

ン
主
義
の
影
響
下
に
入
り
ま
す
ね
。
し
か
し
日
本

の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
、
そ

れ
以
前
の
世
代
、
堺
利
彦
と
か
山
川
均
の
世
代
を

含
め
て
、
思
想
的
に
変
遷
す
る
状
況
を
よ
り
広
い

視
野
か
ら
分
析
し
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
大

杉
栄
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
関
係
な
ど
も
興
味
深
い

で
す
ね
。
第
二
次
大
戦
後
で
も
、
レ
1

ニ
ン
主
義

と
い
う
の
は
、
ど
う
も
遅
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主

義
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
せ
い
か
ど
う
か
、
そ

の
点
の
確
認
は
必
要
で
す
が
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
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主
義
な
ど
に
対
し
て
興
味
を
も
っ
て
い
る
人
が
い

た
の
は
確
か
で
し
ょ
う
ね
。

議
強
固
帽
そ
の
人
た
ち
は
、
市
民
社
会
礼
賛
は
い

わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

雄
撞
聞
そ
う
で
す
ね
、
そ
の
人
た
ち
が
多
分
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
い
い
と
い
う
市
民
社
会
礼
賛
に
つ

な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

す
か
。
な
か
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
H

市
民
社
会
と

思
っ
て
い
な
い
人
も
も
ち
ろ
ん
い
る
ん
で
す
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
レ
l

ニ
ン
型
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と

ま
た
違
う
流
れ
は
日
本
に
も
あ
っ
て
、
六

0
年
代

に
な
っ
て
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
研
究
を
は
じ
め
た

人
た
ち
に
も
何
ら
か
の
形
で
つ
な
が
っ
て
い
く
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
の
個
人
的
な
体
験
で
も
あ

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

曜
官
謝
た
だ
、
社
会
民
主
主
義
の
系
統
の
人
た

ち
の
多
く
が
大
政
翼
賛
に
流
れ
て
い
っ
た
こ
と
、

そ
れ
と
反
対
に
日
本
共
産
党
が
非
転
向
を
貫
い
た

こ
と
の
威
力
は
す
ご
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

が
正
確
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
マ
ル
ク
ス
と
並
ん

で
、
今
か
ら
見
れ
ば
一
面
的
な
ヴ
ェ
!
パ
1

読
解

に
も
と
づ
く
大
塚
史
学
が
、
圧
倒
的
な
影
響
力
を

も
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
、
マ
ル
ク
ス
に
も
ヴ
ェ
l

パ
ー
に
も
、
本
当
に

「
い
か
れ
る
」
と
い
う
か
、
主
義
者
に
な
っ
た
り
、

運
動
に
入
っ
た
り
し
た
人
は
、
知
的
に
だ
い
ぶ
問

題
が
あ
り
ま
す
。
ヴ
ェ
l

バ
リ
ア
ン
も
、
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
お
し
ま
い
で
し
た
。
た

だ
、
彼
ら
の
考
え
方
、
そ
し
て
分
析
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
、
他
の
仕
事
を
す
る
人
に
も
当
然
の
よ
う

に
し
み
つ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
圧
倒
的
な
影

響
力
で
す
。
今
で
は
ヴ
ェl
パ
ー
へ
の
誤
解
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、

こ
う
し
た
誤
解
な
い
し
一
面
的
な
受
容
に
も
、
軍

部
そ
の
他
が
あ
っ
た
日
本
へ
の
批
判
に
も
と
づ
い

た
あ
る
種
の
願
望
が
潜
ん
で
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
彼
ら
の
描
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
図
と
い
う

の
は
い
ま
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
中
心
主
義
に
依
拠
し

た
も
の
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理

が
、
ヴ
エ
1

パ
ー
が
描
く
テ
キ
ス
ト
そ
の
ま
ま
に

存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
理
想
化
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
の
思
想
史
の
図
式
の
中
の

テ
キ
ス
ト
が
、
そ
の
ま
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
実

際
に
反
映
し
て
い
た
と
考
え
る
、
そ
う
い
う
、
割

合
単
純
な
知
的
操
作
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

し
か
思
え
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
そ
こ
に
も
日
本

の
現
実
へ
の
批
判
が
ず
し
り
と
重
く
働
い
て
い
た

こ
と
は
や
は
り
、
そ
れ
な
り
に
評
価
し
な
く
て
は

い
け
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

雄
諸
問
日
本
で
は
、
封
建
的
な
要
素
に
対
し
て

市
民
社
会
を
対
置
す
る
、
し
か
し
そ
の
市
民
社
会

自
体
が
ま
た
克
服
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
こ
れ
は
や
は
り
マ
ル
ク
ス
か
ら
来
て
い
る

ん
で
す
か
ね
。
ど
こ
か
ら
、
そ
の
理
解
が
出
て
き

た
の
か
な
。
日
本
の
社
会
の
あ
り
方
自
体
の
中

に
、
何
か
市
民
社
会
的
な
も
の
を
信
じ
な
い
よ
う

な
階
層
構
造
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
ん
で
す

ね
。
だ
か
ら
中
間
階
層
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
く

れ
ば
出
て
く
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
市
民
社
会
的
な
要

素
に
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

議
認
園
町
ヴ
ェl
パ
l

系
の
人
た
ち
が
市
民
社
会

と
い
う
と
き
に
、
そ
の
モ
デ
ル
に
し
た
の
は
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
大
塚
さ
ん
が
実

際
に
こ
こ
に
い
た
と
し
て
、
大
塚
さ
ん
に
質
問
す

れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
十
七
世
紀
か
、
い
や
、
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
で
し
ょ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
十
九

世
紀
か
、
い
や
、
そ
う
と
は
い
え
な
い
、
あ
れ
は

2003 

〈座談会〉思想史にとってのヨーロッパ特集 I

市
民
社
会
論

議
謹
厩
と
こ
ろ
で
、
私
の
世
代
な
ど
に
と
っ
て

は
、
あ
る
い
は
私
の
周
辺
の
人
々
、
と
い
っ
た
方
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• 帝
国
主
義
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
女
王
が
強
い
し
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
貴
族
が
い
ば
っ
て
い
る
。
で

は
フ
ラ
ン
ス
か
と
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
十
九
世

紀
後
半
は
ド
イ
ツ
に
負
け
て
弱
か
っ
た
。
ド
イ
ツ

帝
国
は
結
構
問
題
だ
し
、
権
威
主
義
だ
し
、
ど
れ

も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
「
自
営
市
民

層
」
と
い
う
言
葉
を
呪
文
の
よ
う
に
唱
え
る
だ
け

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
大
塚
さ
ん
は
具

体
的
な
研
究
も
し
て
い
る
わ
け
で
、
と
い
う
か
本

当
は
そ
ち
ら
の
人
な
の
で
、
そ
の
側
面
は
忘
れ
て

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
問
題
は
、
彼

が
積
み
上
げ
た
そ
う
し
た
具
体
的
な
経
済
史
の
研

究
と
、
そ
れ
を
支
え
る
エ
ト
ス
と
い
う
か
、
あ
る

い
は
〈
構
え
〉
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
う
し
た
構
え
と
の
ず
れ
に
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
〈
構
え
〉
中
心
の
近
代

主
義
的
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
に
い
た
る
と
も
っ
と
顕
著

で
し
ょ
p
フ
。

腿
官
謝
純
粋
化
さ
れ
、
理
念
化
さ
れ
た
も
の
だ

と
思
い
ま
す
よ
。
そ
れ
を
担
う
現
実
の
存
在
を
探

せ
ば
、
局
地
的
市
場
圏
で
生
ま
れ
て
く
る
自
生
的

な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
し
ょ
う
か
。

帯
型
廟
い
わ
ゆ
る
E
3
5
2
5

雪
冨
ヤ

E
m
g
E
(
中
小
自
営
業
層
)
と
い
う
あ
る
意
味
で
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は
抽
象
的
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

雄
趨
聞
大
塚
さ
ん
本
人
は
、
ま
だ
そ
の
理
念
型

と
現
実
と
の
違
い
と
い
う
も
の
を
わ
か
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

醸
磁
晶
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
で
は
、
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論
が
い
わ
れ
て
い
て
、
従

来
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
に
た
い
す
る
批
判
が
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

い
う
と
、
こ
の
二

O
年
ほ
ど
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
研

究
も
ず
い
ぶ
ん
様
変
わ
り
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革

命
説
が
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

コ
パ
ン
が
提
起
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
日
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
説
批
判
は
、
彼
が
一
九
五
五
年
に
展
開
し

た
時
点
で
は
総
ス
カ
ン
だ
っ
た
の
で
す
が
。
い
ず

れ
に
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自

生
的
な
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
説
は
疑
わ
し
く
な
っ

て
い
ま
す
ね
。

議
認
圏
ウ
ォ
l

ラ
l

ス
テ
イ
ン
も
そ
う
で
す
ね
。

雌
寝A
ウ
ォ
l

ラ
l

ス
テ
イ
ン
の
場
合
は
、
と

く
に
一
国
規
模
で
考
え
る
こ
と
に
た
い
す
る
批
判

で
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
的
発
展
に
し
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
し
て
も
、
圏
内
の
発
展
だ

け
で
説
明
す
る
の
は
間
違
い
で
、
そ
の
時
点
で
の

世
界
シ
ス
テ
ム
の
展
開
、
そ
の
も
と
で
の
空
間
的

配
置
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、

ウ
オ

1

ラ
!
ス
テ
イ
ン
の
主
張
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
ウ
オ

1

ラ
l

ス
テ
イ
ン
の
議
論
で
は
、
ジ
オ
ポ

リ
テ
イ
カ
ル
な
要
因
が
強
く
出
て
く
る
。

擁
護
聞
そ
う
い
う
、
例
え
ば
大
塚
史
学
を
相
対

化
す
る
と
い
う
作
業
は
、
ウ
オl
ラ
l

ス
テ
イ
ン

も
そ
う
だ
し
、
ア
ナ
l

ル
派
の
議
論
で
も
そ
う
で

す
が
、
現
在
い
っ
ぱ
い
や
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
確
か
に
相
対
化
は
理
解
し
や
す
い
ん
で
す

が
、
そ
の
当
時
そ
う
い
う
解
釈
が
ど
う
し
て
出
て

き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
で
は
そ
れ
と

違
っ
た
読
み
解
き
方
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は

そ
れ
は
ど
う
い
う
基
盤
の
下
で
可
能
な
の
か
が
大

事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鴎
官
品
大
塚
史
学
が
史
実
に
合
致
し
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
と
大
塚
さ
ん
が
イ
ギ
リ
ス
経

済
史
の
研
究
を
通
じ
て
作
り
上
げ
た
近
代
社
会

像
、
市
民
社
会
理
論
を
区
別
し
て
議
論
す
る
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
社
会
思
想
史
の
立
場
か
ら
思

想
家
と
し
て
の
大
塚
を
論
じ
る
に
は
、
と
く
に
後

者
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

報
苗
圃
そ
れ
は
要
す
る
に
、
い
ろ
い
ろ
な
神
話

が
暴
か
れ
て
き
た
後
、
た
だ
そ
れ
を
切
っ
て
捨
て

る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
当
時
の
読
み
方
の
そ
れ
な
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り
の
必
然
性
に
も
理
解
の
射
程
を
伸
ば
す
と
と
も

に
、
翻
っ
て
、
そ
れ
で
は
古
典
的
な
テ
キ
ス
ト

を
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
読
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

糟
摺
聞
そ
う
で
す
ね
。

離
寝
4
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
が
崩
壊
し
て
、
理
性

と
か
、
文
明
と
か
、
進
歩
と
か
と
い
う
普
遍
性
が

真
の
普
遍
性
で
は
な
く
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
告
発
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
と

な
る
と
、
こ
れ
ま
た
問
題
で
し
ょ
う
。
最
近
喧
伝

さ
れ
る
「
ア
ジ
ア
の
時
代
」
と
い
う
主
張
に
は
そ

う
し
た
危
険
が
感
じ
ら
れ
る
。

時
宮
崎
京
都
学
派
の
現
代
版
の
面
も
見
ら
れ
ま

す
。ち

ょ
っ
と
今
メ
モ
し
て
見
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ま
ず
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
生
性
の
神
話
も
、
そ

れ
か
ら
テ
キ
ス
ト
中
心
主
義
を
ふ
く
め
て
、
一
つ

の
連
続
性
と
か
統
一
性
の
神
話
も
い
た
だ
け
な

い
。
そ
れ
を
信
仰
し
た
特
に
戦
後
日
本
の
受
容
も

問
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
切
っ
て
捨
て

る
だ
け
で
も
駄
目
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
理
解

が
出
て
き
た
か
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
逆
に
こ
の
統
一
性
を
盲
信
し
た
こ
と
へ
の
全

面
批
判
も
い
た
だ
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
で
は
文
化
実
体
主
義
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
統
一
性
は
実
際
に
は
な
い
の
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
で
も
、
植
民
地
問
題
ひ
と
つ
に
し
て

も
実
に
多
様
な
見
解
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
非
常

な
緊
張
と
対
立
の
あ
っ
た
も
の
を
、
や
は
り
、
そ

れ
に
相
応
し
て
分
解
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
え
ば
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ

ム
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
判

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
に
も
昔
か
ら
常
に
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
ア
ヘ
ン
戦
争
だ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
議
会

で
、
や
っ
て
も
ベ
イ
し
な
い
か
ら
と
い
う
、
エ
ゴ

イ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
た
議
論
で
す
が
、
反
対
は
あ

り
、
す
っ
た
も
ん
だ
の
あ
げ
く
よ
う
や
く
戦
争
予

算
が
通
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
人
権
的

な
発
想
か
ら
の
批
判
も
常
に
あ
っ
た
し
、
マ
ル
ク

ス
だ
っ
て
そ
う
い
う
批
判
を
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド

支
配
に
関
し
て
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
統
一
語
で
語
る
際
に

は
、
こ
の
座
談
会
の
タ
イ
ト
ル
に
は
使
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
引
用
符
つ
き
で
使
い
、

本
当
は
個
々
の
議
論
に
分
け
な
い
と
ま
ず
い
と
思

い
ま
す
。
で
す
か
ら
普
遍
性
と
い
っ
て
も
、
ブ
ッ

シ
ュ
の
い
う
の
は
権
力
の
た
め
の
、
(
強
者
の
普

遍
主
義
〉
で
、
明
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
の
パ
テ
イ

キ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
(
局
地
性
)
で
す
、
で
も
弱
者
の

権
利
を
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
〈
弱
者
の
普
遍
主

義
〉
だ
つ
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
い
ろ
い

ろ
な
意
味
を
分
け
て
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か

ら
、
自
生
性
だ
け
で
は
な
く
て
、
あ
る
種
の
本
質

主
義
的
、
統
一
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
対
す
る
見
方
は
、
単
純
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
批
判

に
陥
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
生
産
的
で
な
い
と
私
は

思
い
ま
す
。

そ
う
し
な
い
と
、
ミ
ソ
も
ク
ソ
も
全
部
一
緒
に

し
て
し
ま
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
し
、

デ
カ
ル
ト
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
ま
で
が
全
部
一
直
線
で

あ
る
よ
う
に
い
う
よ
う
な
議
論
も
結
構
あ
る
け
れ

ど
も
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
。
テ
キ

ス
ト
だ
け
見
て
も
。
や
は
り
、
『
我
が
闘
争
』
の

テ
キ
ス
ト
と
、
そ
れ
か
ら
ル
ソ
l

の
テ
キ
ス
ト
、

へ
l

ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
は
違
う
と
し
な
い
と
、
思

想
史
を
研
究
す
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
全
部
略
奪
と
侵
略
の
と
ん
で
も
な
い
共

同
体
だ
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
、
阪
上
さ
ん
が
い

わ
れ
た
よ
う
な
危
険
が
で
で
き
ま
す
。

世
界
商
晶
と
グ
ロl
パ
リ
ゼl
シ
ヨ
ン

2003 
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• 格
闘
そ
う
い
う
危
険
は
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ

に
経
済
的
な
側
面
か
ら
考
え
ま
す
と
、
現
代
の
物

質
文
明
と
か
技
術
文
明
、
そ
れ
か
ら
生
活
ス
タ
イ

ル
、
消
費
文
化
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
一
回
く

ぐ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
、
み
ん
な
も
う
か
な
り
グ

ロ
ー
バ
ル
に
な
っ
た
わ
け
で
す
よ
。

ち
ょ
っ
と
ま
た
話
を
戻
し
ま
す
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
産
業
革
命
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
時
代
、
こ
れ

は
地
域
も
雑
多
で
す
し
、
時
期
も
か
な
り
長
い
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
実
証
的
な
研
究
に

も
と
づ
く
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
み
出
し
た
産
業

シ
ス
テ
ム
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
と
い
う
と

世
界
市
場
向
け
商
品
の
生
産
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
く

り
だ
し
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
各

国
、
各
企
業
が
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
と
か
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
と
か
、
世
界
市
場
向
け
商
品
で
競
争
し

て
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
綿
工
業
あ

た
り
が
、
そ
の
元
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
く
り
出
し

た
と
い
え
ま
す
ね
。
さ
ら
に
植
民
地
の
コ
ー
ヒ
ー

や
香
辛
料
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
由
で
ま
た
海
外
に
売

り
出
す
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
み
出
し
た
経
済

的
な
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
南
北
問
題
を
規
定
す

る
枠
組
み
で
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
ま
だ

ず
っ
と
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
限
り
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で
わ
た
し
た
ち
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

化
し
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
も
の
の
見
方
、

考
え
方
も
か
な
り
規
定
さ
れ
て
い
る
気
が
す
る
ん

で
す
ね
。
経
済
還
元
主
義
を
主
張
す
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
で
も
、
経
済
的
な
要
因
が
非
常
に
大

事
だ
と
わ
た
し
は
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
経

済
的
な
要
因
が
重
要
な
た
め
だ
ろ
う
と
思
う
の
で

す
が
、
経
済
的
な
力
の
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
脅
威
を
感
じ
た
り
、
あ
る
い
は
あ
こ
が
れ

を
感
じ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

言
語
で
い
う
、
世
界
語
の
問
題
も
、
か
な
り
経

済
的
な
力
関
係
と
密
接
に
絡
ん
で
い
て
、
か
つ
て

は
世
界
語
が
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ

語
と
い
う
ぐ
あ
い
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
今
は
英

語
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
英
語
は
イ
ギ

リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
経
済
の
覇
権
国
家
が
二

代
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
世
界
語
に
な
っ
た
の

で
す
が
、
か
つ
て
の
ラ
テ
ン
語
、
そ
れ
か
ら
フ
ラ

ン
ス
語
と
い
う
の
も
経
済
的
な
関
係
か
ら
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。

壊
認
園
町
ラ
テ
ン
語
は
大
北
日
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
結

果
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

は
経
済
だ
け
で
な
く
、
文
化
に
関
し
て
も
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
あ
る
い
は
そ
の
双
方
が
支
え
合

ぃ
、
お
た
が
い
に
変
換
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

撤
諮
問
だ
か
ら
経
済
的
な
問
題
と
い
う
の
を
、
も

う
少
し
広
く
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
問
題
と
捉
え
て
も
い

い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
文
化
的
な
も

の
も
か
な
り
規
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
文
化
が
さ

ら
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
強
化
す
る
。

臨
官
品
経
済
的
な
も
の
が
大
き
い
け
れ
ど
、
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、
経
済
的
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
が
思
想
と
か
芸
術
と
か
洗
練
と
か
と
結
び

つ
い
て
、
文
化
資
本
に
な
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す

よ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
文
化
資
本
に
も
と
づ
い
て
、

比
喰
的
に
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
近
代
思
想
と

い
う
「
世
界
商
品
」
を
世
界
に
輸
出
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
十
九
世
紀
後
半
か
ら
本
格
的
に
植
民
地

化
に
乗
り
出
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
に
「
近
代
的

価
値
」
と
い
う
世
界
商
品
を
携
え
て
や
っ
て
く
る

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
点
で
い
う
と
、
ア
メ
リ
カ

は
経
済
的
に
は
力
量
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
時

期
ま
で
は
な
か
な
か
独
自
の
文
化
資
本
に
も
と
守
つ

い
て
思
想
の
面
で
世
界
商
品
を
輸
出
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
。
先
ほ
ど
の
三
島

さ
ん
の
お
話
で
は
、
ゲ
ー
テ
が
お
城
の
跡
の
な
い

よ
う
な
と
こ
ろ
に
行
き
た
い
と
い
っ
た
そ
う
で
す
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け
れ
ど
も
、
や
は
り
城
跡
は
、
重
要
な
文
化
資
本

で
し
ょ
hフ
。

暗
躍
局
ゲ
l

テ
は
今
で
は
想
像
で
き
な
い
よ
う

な
こ
と
を
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
え
ら
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
と
、
文
化
資
本
は
重
要
な

問
題
で
、
こ
の
間
、
別
の
関
係
で
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
あ
れ
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
対
抗
の

産
物
で
す
。
ナ
チ
ス
は
地
中
海
制
覇
を
狙
い
ま
し

た
。
地
中
海
は
実
際
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
艦
隊
が
支

配
し
て
い
ま
す
か
ら
、
な
か
な
か
無
理
だ
っ
た
ん

だ
け
れ
ど
も
、
エ
ジ
プ
ト
と
か
、
あ
ち
ら
で
ド
イ

ツ
語
教
育
を
重
視
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
、
長
期

的
に
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
レ
ス
ポ
ン
ス

と
し
て
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
が
で
き

た
わ
け
で
す
。
設
立
時
の
趣
意
書
も
か
な
り
激
し

い
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
一
九
五

0
年
代
以

降
、
イ
ギ
リ
ス
が
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
地
に

落
ち
て
、
そ
れ
か
ら
も
う
ち
ょ
っ
と
後
に
な
っ
て

か
ら
の
内
部
文
書
も
、
も
っ
と
激
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
英
語
が
わ
れ
わ
れ
の
最
大

の
資
本
だ
、
北
海
油
田
よ
り
も
、
は
る
か
に
富
を

生
み
出
す
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

何
十
万
人
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
が
世
界
中
に
散
っ

て
英
語
の
教
師
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
が

全
部
戻
つ
で
き
た
ら
極
端
に
い
え
ば
大
失
業
で

す
。
失
業
者
が
二
O
万
人
ふ
え
た
ら
大
変
な
こ
と

で
す
。
か
な
り
自
覚
的
に
、
「
北
海
油
田
よ
り
富

を
生
み
出
す
」
と
、
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
る
長
い

こ
と
秘
密
の
ペ
ー
パ
ー
だ
っ
た
の
が
、
い
ま
公
開

さ
れ
て
出
て
い
ま
す
。

雄
縄
問
言
語
は
本
当
に
最
大
の
資
本
だ
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
現
在
、
わ
た
し
た
ち
が

生
き
て
い
る
時
代
の
学
問
状
況
を
見
て
も
明
ら
か

に
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

議
謹
蝿
英
語
で
話
せ
れ
ば
楽
だ
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
て
、
世
界
中
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
職
、
が
あ
る

と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
大
変
な
計
算
と
い
う

か
、
賢
さ
と
い
う
か
。
私
は
今
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
リ
ズ
ム
や
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ

l

ズ
の

人
々
が
、
悪
く
い
え
ば
英
文
崩
れ
の
人
々
が
英
語

文
献
だ
け
漁
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
洗
練
さ
れ

た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
一
環
で
は
な
い
か
と
い
う
気
す

ら
し
て
き
ま
す
。
英
語
し
か
読
め
な
い
と
い
う
の

は
、
ひ
ど
い
で
す
ね
。
英
語
以
外
の
人
は
、
こ
れ

は
日
本
の
教
育
の
お
か
げ
で
、
英
語
も
読
め
ま
す

か
ら
。

雄
縄
問
ち
ょ
う
ど
E
U
が
、
い
ま
言
語
問
題
で

非
常
に
悩
ん
で
い
る
と
恩
う
ん
で
す
。
彼
ら
は
ド

,, 

イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
、
英
語
も
入
れ
て
、
あ
2に

O

る
い
は
ほ
か
の
国
の
言
葉
も
全
部
入
れ
て
、
と
に
A

か
く
通
訳
を
つ
け
て
で
も
会
議
を
し
て
、
多
言
語
問

主
義
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
融

こ
う
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
将
来
的
に
大
き
な
問
思

ム
宜

題
に
な
り
ま
す
。
日
本
だ
っ
て
こ
の
問
題
に
迫
ら
社

れ
て
い
ま
し
て
、
例
え
ば
英
語
は
や
は
り
最
大
の

貿
易
の
原
資
み
た
い
な
、
そ
ん
な
意
味
を
も
っ
て

い
ま
す
か
ら
ね
。
大
学
の
場
合
で
も
、
そ
れ
を
教

え
る
こ
と
が
教
育
の
基
本
だ
と
い
う
形
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
言
語
に
加
え
て
、
文
化
と
か
、
ど
う
い

う
生
活
の
仕
方
が
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

ま
で
テ
レ
ビ
と
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
ず
っ
と
た

れ
流
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
思
想
も
多
分
そ

の
言
語
に
く
っ
つ
い
て
い
き
ま
す
か
ら
、
思
想
界

が
、
社
会
、
経
済
、
政
治
に
関
し
て
も
英
語
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
'
の
も
と
に
置
か
れ
る
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
も

ち
ろ
ん
批
判
は
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ

れ
を
握
ろ
う
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

議
謹
圃
そ
れ
は
い
え
ま
す
ね
。
大
国
の
文
化
的

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
闘
争
は
ま
た
激
し
い
で
す
ね
。
同
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• 時
に
、
こ
の
と
こ
ろ
ド
イ
ツ
語
圏
で
い
わ
れ
て
い

る
議
論
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
批
判

す
る
重
要
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
人
権
の

問
題
で
も
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
怪
し
げ
な
倒
錯
し
た

「
人
権
」
は
当
然
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
前
提
の
上

で
の
議
論
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
自
生
的
に

人
権
が
生
ま
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
嘘
だ
と
い
う
議
論
で
す
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
人
権
は
ア
ン
チ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
内
部

で
戦
争
ば
か
り
し
て
き
た
。
と
ん
で
も
な
い
こ
と

を
い
っ
ぱ
い
や
っ
た
し
、
資
本
主
義
だ
っ
て
労
働

者
の
生
活
を
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
ひ
ど
い
。
そ

う
い
う
も
の
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
と
り
あ
え
ず

の
解
決
策
と
し
て
人
権
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
た

の
だ
。
な
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

だ
と
か
人
間
味
の
発
露
で
は
な
く
、
極
端
に
い
え

ば
道
路
交
通
法
と
同
じ
で
、
整
理
し
な
い
と
衝
突

し
て
し
ま
う
の
で
、
と
り
あ
え
ず
幾
つ
か
の
人
権

を
作
っ
て
調
節
し
た
の
だ
。
ま
た
新
し
い
人
権
が

で
き
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

一
つ
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
議
論
で

す
。
そ
れ
は
ア
ン
チ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
っ
て
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は

33 

な
い
の
だ
と
い
う
議
論
で
す
ね
。
た
だ
、
道
路
交

通
法
と
違
う
の
は
、
法
的
な
根
拠
づ
け
と
同
時
に

道
徳
的
な
根
拠
づ
け
が
作
用
し
て
い
る
点
で
あ

る
、
と
い
う
の
で
す
。

ゼ
ン
グ
ハ
l

ス
と
い
う
社
会
学
者
な
ど
が
い
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
賢
い
議
論

だ
と
思
い
ま
す
。
と
は
い
い
な
が
ら
ノ
l

マ
テ
イ

ブ
(
規
範
的
)
な
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い

う
そ
の
議
論
自
身
が
、
ま
た
新
た
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

を
実
際
生
み
出
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で

す
が
、
論
理
的
に
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
志
向
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
人
権
で
あ
っ
た
り
、
国
際
的
な
取
り
決

め
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
、
そ
の
つ
ど
政
治

的
、
経
済
的
な
変
化
で
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
く
る

の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
り

あ
え
ず
の
提
案
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
二
十
世
紀
の
か
な
り
早
く
か
ら
こ
う
い
う
交

通
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
長
い
こ
と
大
規
模
に
無
視
も
さ
れ
ま
し
た

が
。
そ
う
す
る
と
あ
く
ま
で
高
度
工
業
化
社
会
が

早
く
ス
タ
ー
ト
し
た
国
々
に
お
い
て
、
そ
の
中
の

人
々
の
相
互
の
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
人

権
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
取
り
引
き
に

関
す
る
法
律
で
あ
ろ
う
と
、
出
て
き
た
の
で
あ
っ

て
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す

る
と
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
と
か
ア
ラ
ブ
諸
国
の
一
部

と
か
、
ま
だ
そ
う
い
う
経
済
的
、
政
治
的
状
況
の

熟
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
い
き
な
り
上
か
ら
人

権
を
も
っ
て
い
っ
て
も
そ
れ
は
無
理
だ
、
と
い
う

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人
権
帝
国
主
義
を
も
た
ら

さ
な
い
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
な
ん
だ
、

人
権
が
い
い
と
思
う
人
は
、
取
り
入
れ
た
ら
い
い

が
、
決
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
押
し
つ
け
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
議
論
で
す
。
ジ
ュ
デ
ィ

ス
・
パ
ト
ラ
ー
な
ど
は
、
そ
う
し
た
考
え
自
身
を

ま
た
批
判
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

志
向
で
は
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

批
判
に
も
と
づ
い
た
提
案
と
い
う
も
の
も
、
テ
キ

ス
ト
か
ら
と
れ
る
。
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
あ
ま

り
や
る
意
味
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

臨
官
岨
人
権
を
い
う
に
し
て
も
国
内
の
自
民
族

に
対
し
て
人
権
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
外
国
人
に

対
し
て
は
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
移
民
で
来
た
も

の
に
は
認
め
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
、
が
い
ろ
い
ろ

あ
る
わ
け
で
、
人
権
と
い
う
の
も
、
便
宜
的
に
設

定
さ
れ
て
い
る
。

論
議
期
広
が
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
移
民
で
あ
っ

て
も
ね
。
現
に
ド
イ
ツ
は
ボ
ス
ニ
ア
難
民
三
O
万



M

人
に
人
権
を
認
め
て
預
か
り
ま
し
た
。
普
遍
主
義

・
の
発
想
で
す
。

パ
随
議
4
た
だ
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
い
う
と
、
人

V
J
 U

権
の
理
念
な
し
で
い
い
と
い
う
話
に
な
り
か
ね
な

ト
ぃ
。
ぼ
く
は
、
そ
れ
は
よ
く
な
い
と
思
う
ん
で

切
す
。
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
理
念
と
現
実
と

h
を
と
り
違
え
る
と
非
常
に
ぐ
あ
い
の
悪
い
こ
と
が

抗
起
こ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
理
念
が
な
い
と
ま
ず
い

開
の
で
は
な
い
で
す
か
。
極
端
な
相
対
主
義
に
な
れ

〉
ば
、
あ
る
国
で
政
治
的
な
弾
圧
や
暴
力
的
搾
取
が

ム
宜

談
起
こ
っ
て
い
て
も
、
批
判
で
き
な
い
。
天
安
門
事

G

件
や
ス
l

チ
ー
さ
ん
の
監
禁
に
し
て
も
、
そ
れ
に

恥
は
そ
れ
な
り
の
事
情
が
あ
る
か
ら
や
む
を
得
な
い

特
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
抑
圧
と
か
搾
取

を
批
判
す
る
に
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
っ
て

も
、
理
念
的
な
も
の
が
要
る
で
し
ょ
う
。

議
議
園
町
批
判
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
す
。
で
き
る

け
れ
ど
も
、
上
か
ら
飛
行
機
で
爆
撃
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。

曜
官
謝
あ
れ
は
あ
ま
り
に
粗
野
過
ぎ
て
、
ど
う

に
も
な
ら
な
い
。

議
庫
本
当
に
道
路
交
通
法
と
同
じ
だ
と
い
う

人
と
、
そ
れ
か
ら
ハ
1

パ
i

マ
ス
な
ん
か
は
、
明

ら
か
に
半
分
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
由
か
ら

道
路
交
通
法
だ
、
半
分
は
道
徳
的
な
根
拠
づ
け
が

あ
る
、
そ
れ
が
普
通
の
法
律
と
違
う
ん
だ
と
い
い

ま
す
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
法
的
概
念
だ
と
い
う
こ

と
は
、
は
っ
き
り
い
え
ま
す
。
そ
れ
を
忘
れ
て
実

体
化
し
て
し
ま
う
と
、
す
ぐ
戦
争
に
発
展
す
る
か

ら
、
理
由
づ
け
が
技
術
的
な
理
由
だ
け
な
の
か
、

道
徳
的
な
理
由
が
あ
る
の
か
は
人
に
よ
っ
て
違
っ

て
も
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

だ
と
い
う
こ
と
は
重
視
し
て
お
か
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
ね
。

睡
官
品
そ
れ
は
そ
う
で
す
が
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
の
面
だ
け
強
調
す
る
と
、
な
し
で
も
い
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

嘘
帯
周
そ
れ
は
ま
ず
い
け
れ
ど
も
。
た
だ
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
を
自
粛
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
さ
ん

の
や
り
方
に
対
し
て
は
一
つ
の
有
効
な
議
論
で

す
。
そ
し
て
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
も
と
づ

い
た
批
判
は
可
能
な
は
ず
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
国
際
司
法
裁
判
所
と
い
う
の
も
あ
り
え
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。

臨
窓
謝
ブ
ッ
シ
ュ
の
場
合
は
、
人
権
と
い
う
の

を
建
前
で
は
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に

軍
需
産
業
と
石
油
の
権
益
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
、

衣
を
ま
ぶ
し
て
い
っ
て
い
る
。

議
強
風
道
具
化
で
す
。
実
際
問
題
と
し
て
は
、
わ

れ
わ
れ
が
、
例
え
ば
大
学
の
人
事
で
も
、
学
長
の

娘
婿
だ
か
ら
採
用
し
て
や
っ
て
く
れ
と
い
わ
れ
た

ら
、
ど
う
も
そ
う
い
う
大
学
も
あ
る
よ
う
で
す
け

れ
ど
も
、
や
は
り
そ
れ
は
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
は
な

い
と
思
う
人
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
で
、
業
績
中
心
で
見
る

の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
一
つ
の
解
決
策
で

あ
っ
て
、
大
昔
は
コ
ネ
人
事
で
あ
っ
て
も
ち
ゃ
ん

と
学
問
は
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
す
ら
、
コ
ネ
で
教
授
の
息
子
が
教
授
に
な
っ

て
い
る
例
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
。
そ
し
て
こ
う
し
た
問
題
は
、
大
学
な
ら
ば
、

能
力
の
低
い
者
よ
り
、
能
力
の
あ
る
者
が
ポ
ス
ト

に
就
く
の
が
当
然
と
い
う
命
題
で
私
た
ち
は
合
意

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
種
の
リ
l

ズ
ナ
ピ
リ

テ
ィ
ー
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
理
性
と
か
大
き
な

言
葉
に
し
な
い
で
、
日
常
生
活
で
こ
ち
ら
の
方
が

み
ん
な
自
然
だ
と
、
言
い
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
だ
と

思
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
の
近
代
的
な

感
覚
と
い
う
の
は
、
と
れ
は
世
界
に
広
ま
っ
て
い

く
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
と
は
違
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど

う
で
し
ょ
う
。

2003 社会思想史研究 No.27



雌
趨
開
先
ほ
ど
の
イ
ラ
ク
の
問
題
で
す
が
、
ブ
ッ

シ
ュ
の
い
う
人
権
と
か
自
由
と
い
う
の
は
建
前

で
、
そ
の
実
態
は
石
油
と
か
軍
事
的
な
覇
権
だ
と

い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
評
論

家
に
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も
、
問
題
は
石
油

の
利
権
だ
と
か
、
地
政
学
的
に
大
事
だ
と
か
同
じ

よ
う
な
次
元
で
解
釈
す
る
人
も
い
る
わ
け
で
す

ね
。
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
国
民
の
動

き
を
見
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど

も
、
反
戦
的
な
意
識
と
い
う
の
は
人
権
、
そ
れ
こ

そ
彼
ら
の
人
権
の
理
念
に
か
な
り
根
づ
い
た
よ
う

な
側
面
を
も
っ
て
い
ま
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
長

年
戦
争
し
て
き
た
、
も
う
わ
れ
わ
れ
は
や
り
た
く

な
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
と
れ
る
面
も
あ
り
ま
す

ね
。
そ
う
す
る
と
両
方
混
ざ
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
は
ポ
!
ズ
で
出
す
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
と
き

に
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
先

ほ
ど
の
文
化
相
対
主
義
に
な
れ
ば
も
う
い
え
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。

今
度
の
場
合
ど
ち
ら
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
だ
と
か

人
権
だ
と
か
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
ね
。
そ
の

と
き
に
実
態
を
見
て
、
い
や
、
両
者
は
違
う
ん
だ

と
い
う
よ
う
な
議
論
に
な
る
の
か
ど
う
か
が
問
題

で
す
ね
。
や
は
り
、
基
本
的
に
は
理
念
と
し
て
テ
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キ
ス
ト
上
読
め
ば
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
実
態

は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
よ
う
な
議
論
を
し
な
い

と
、
こ
の
間
題
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
感
じ
で

す
ね
。
わ
た
し
た
ち
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

的
な
志
向
も
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
っ
て
い

る
こ
と
は
正
し
い
、
今
回
初
め
て
ア
メ
リ
カ
に
対

し
て
ま
と
も
な
批
判
を
し
た
、
や
は
り
さ
す
が
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
思
想
的
な
強
さ

が
あ
る
な
と
い
う
発
想
を
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ

う
す
る
と
、
そ
こ
で
作
ら
れ
て
き
た
人
権
概
念
と

か
市
民
社
会
の
あ
り
方
と
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

も
の
は
わ
れ
わ
れ
も
-
認
め
て
い
る
ん
で
す
よ
。

裁
強
騒
い
ま
松
岡
さ
ん
が
い
わ
れ
た
こ
と
は
、
ほ

ぽ
賛
成
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統

に
根
ざ
し
た
、
で
は
な
く
て
、
伝
統
に
対
す
る
反

省
か
ら
、
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

勝
週
間
も
ち
ろ
ん
反
省
か
ら
で
す
ね
。

議
認
厩
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
も
中
東
で
確
か
に

石
油
の
利
権
が
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
政
治
家

の
一
部
や
資
本
の
一
部
に
は
も
ち
ろ
ん
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
志
向
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
普
通
の

感
覚
は
、
も
う
戦
争
は
嫌
だ
と
い
う
こ
と
で
公
共

の
議
論
か
ら
反
戦
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
フ
ラ
ン

ス
の
態
度
を
全
部
が
全
部
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
志
向
、
そ

う
い
う
利
害
関
心
に
還
元
す
る
こ
と
だ
け
で
説
明

し
切
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

雄
諮
問
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

離
室
4
A
7回
の
事
態
で
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
最
良
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

ブ
ッ
シ
ュ
の
暴
走
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
と
い
う

点
で
は
有
益
で
す
ね
。
国
連
中
心
主
義
と
い
う
も

の
も
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
国

連
中
心
主
義
で
、
す
べ
て
の
矛
盾
と
か
抑
圧
と
か

が
排
除
で
き
る
な
ん
て
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、

ア
メ
リ
カ
の
暴
走
よ
り
は
、
国
連
中
心
主
義
の
方

、
が
ま
だ
し
も
ま
し
だ
。

施
縄
問
だ
け
ど
国
連
中
心
主
義
と
い
う
の
は
、
各

主
権
国
家
が
平
等
に
物
事
に
対
応
し
て
い
る
よ
う

に
誤
解
さ
れ
が
ち
な
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
や
は
り
拒
否
権
を
発
動
で
き
る
主

要
な
強
国
が
連
合
し
て
い
る
。

帯
型
四
ち
ょ
っ
と
困
る
と
き
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
拒
否
権
と
い
う
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

で
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
き
た
。
あ
あ
い
う
安
保
理

常
任
理
事
国
の
よ
う
な
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

は
、
そ
れ
こ
そ
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
絡
む
か
ら
、
自
己

修
正
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
す
け
れ
ど
ね
。
だ
け

ど
理
論
的
に
は
、
規
則
を
変
え
れ
ば
い
い
の
で
す



あ
か
ら
修
正
可
能
な
、
一
つ
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ

・
ン
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
人
権
で
も
国
連

パ
と
い
う
概
念
で
も
、
と
り
あ
え
ず
の
提
案
で
こ
れ

町
で
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ

子
れ
は
そ
の
ま
ま
す
ぐ
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
志
向
と
同
じ
だ

切
と
い
う
議
論
は
し
に
く
い
と
思
う
ん
で
す
。

わ
雄
略
た
だ
わ
た
し
は
こ
の
イ
ラ
ク
問
題
と
い

抗
う
の
は
、
イ
ラ
ク
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
明
ら

開
か
に
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
へ
ゲ
モ
一
丁

〉
争
い
の
側
面
も
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

A
E
 

談
こ
れ
は
最
終
的
に
は
、
経
済
的
な
問
題
な
ん
で

。
す
。
ア
メ
リ
カ
も
、
一
九
七
O
年
以
降
、
変
動
相

場
制
に
移
っ
て
か
ら
、
一
番
い
い
時
期
と
い
う
の

は
も
う
去
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ユ
ー
ロ
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
決
定
的
で
す
。
資
本
の
流

れ
が
、
別
の
道
を
見
出
し
ま
し
た
ね
。
そ
う
す
る

と
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、
や
は
り
国
連
中
心
主
義

と
い
う
の
は
知
ら
ぬ
聞
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
多
国

間
協
議
の
方
に
力
点
が
移
動
し
て
し
ま
う
と
い
う

恐
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
時
期
に
、

何
か
そ
う
い
う
方
向
に
向
か
う
も
の
を
叩
い
て
お

き
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
る
。

場
語
圏
た
だ
そ
れ
は
先
ほ
ど
い
わ
れ
た
こ
と
と

ち
ょ
っ
と
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
か
、
別
の
観
点

特集 I

か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

先
ほ
ど
は
、
ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
そ
れ
ぞ

れ
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で

の
戦
争
は
や
り
た
く
な
い
と
い
う
、
反
戦
志
向
の

公
共
の
議
論
の
方
か
ら
見
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方

が
ま
だ
ま
し
だ
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
よ
う
に
聞
き

ま
し
た
が
。
だ
け
ど
一
方
で
は
単
な
る
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
争
い
だ
と
い
う
の
は
、
観
点
が
違
う
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

雄
週
間
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
観
点
が
違
い
ま
す
。

資
本
の
動
き
方
と
い
う
か
そ
う
い
う
も
の
と
、
国

民
意
識
と
か
市
民
の
行
動
と
か
い
わ
れ
る
よ
う
な

次
元
で
の
動
き
に
は
、
ち
ょ
っ
と
ず
れ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
よ
。

議
議
蝿
た
し
か
に
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
こ
を
ど

う
つ
な
げ
て
、
ま
と
め
て
議
論
す
る
か
で
す
よ
ね
。

鴎
寝
晶
シ
ラ
ク
は
、
明
ら
か
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争

い
で
す
よ
。
だ
か
ら
ど
こ
か
で
ア
メ
リ
カ
に
妥
協

さ
せ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
位
を
高
め
る
と
こ
ろ

で
手
を
打
ち
た
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
あ

れ
だ
け
反
戦
運
動
が
わ
っ
と
起
こ
っ
て
き
て
、
押

し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
拒
否
権
の
と
こ
ろ
ま
で
い

く
と
い
う
ポ
l

ズ
は
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
反
戦
の
運

動
は
結
構
大
き
な
流
れ
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

雄
週
間
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ

と
、
ア
メ
リ
カ
型
グ
ロ
l

パ
リ
ズ
ム
の
へ
ツ
ジ

フ
ァ
ン
ド
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
資
本
と
、
反
グ

ロ
ー
バ
ル
な
形
で
資
本
主
義
を
と
ら
え
る
層
も
あ

る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
グ
ロ
!
パ
リ
ズ
ム
に

つ
い
て
の
と
ら
え
方
は
理
念
の
面
で
も
、
現
実
の

合
理
的
な
あ
り
方
と
い
う
面
で
も
、
混
ざ
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。
そ
の
両
者
の
関
連
を
う
ま
く
解
き

ほ
ぐ
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

例
え
ば
社
会
民
主
主
義
と
い
う
も
の
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
ず
っ
と
形
の
上
で
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

か
つ
て
社
会
民
主
主
義
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
の
グ
ロ
l

パ
リ
ズ

ム
に
対
し
て
は
反
グ
ロ
ー
バ
ル
な
形
を
と
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
ん
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
プ
レ
ア

首
相
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
行
動
様
式
を
と
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
ユ
ー
ロ
と
の
対
抗
関
係
で
考
え
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
ユ
ー
ロ
、
ア
メ
リ
カ
と
の

関
係
で
あ
あ
い
う
ス
タ
ン
ス
が
生
じ
て
い
る
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
ね
。

議
諸
島
た
だ
資
本
そ
の
も
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

資
本
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
反
グ
ロl
パ
リ
ズ
ム
の

動
き
を
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
会
社 2003 社会思想史研究 No.27



を
つ
ぶ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
。
結
局
は
同

じ
運
動
に
な
る
。

織
摺
時
だ
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
の
は
、
ア

メ
リ
カ
ン
グ
ロ

l

パ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

議
議
園
町
同
じ
運
動
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
だ
っ
て

巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
息
い
ま
す
。
で
す
か
ら
唯

一
可
能
な
の
は
、
公
共
の
議
論
で
、
資
本
の
独
走

と
か
国
家
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
独
走
に
、
選
挙

そ
の
他
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
歯
止
め
を
か
け
る

以
外
に
今
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

掛
諸
問
資
本
の
内
部
に
も
、
や
は
り
層
が
あ
る

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

議
議
園
町
そ
れ
は
い
え
ま
す
ね
。
一
枚
岩
で
は
な

い
こ
と
は
た
し
か
で
す
。

雄
趨
聞
ユ
l

ロ
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
。

ユ
1

ロ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
と
の
関
係
は
、
つ

な
が
っ
て
い
る
面
が
か
な
り
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
一
方
で
内
部
の
閉
鎖
的
な
空
間
を
つ
く
ろ
う

と
し
ま
す
ね
。

議
議
鵬
そ
う
す
る
と
先
ほ
ど
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
思
想
史
で
わ
れ
わ
れ
の
陥
っ
た
過
ち
と
関
連

し
ま
す
け
れ
ど
も
、
テ
キ
ス
ト
中
心
主
義
で
自
生

的
に
見
て
い
た
と
い
う
反
省
に
も
と
づ
け
ば
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
い
ま
語
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

の
読
解
で
も
同
じ
よ
う
な
視
野
狭
窄
に
陥
ら
な
い

方
法
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
単

な
る
還
元
主
義
で
、
し
ょ
せ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資

本
の
運
動
の
結
果
だ
と
割
り
切
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
市
民
社
会
に
お
け
る

自
立
の
思
想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
公
共
の
議

論
は
立
派
だ
、
政
治
家
も
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い

る
な
ん
て
い
う
の
も
、
ち
ょ
っ
と
理
想
化
が
す
ぎ

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
個
々
の
政
治
家
の
判
断
は

も
ち
ろ
ん
権
力
的
な
判
断
に
決
ま
っ
て
い
て
、
次

の
選
挙
で
選
ば
れ
た
い
だ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
を

過
去
の
テ
キ
ス
ト
と
も
絡
め
合
わ
せ
な
が
ら
ど
う

や
っ
て
見
る
か
と
い
う
、
一
人
一
人
や
り
方
は
違

う
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
法
は
つ
く
ら

な
い
か
ぎ
り
依
然
と
し
て
巨
大
な
錯
視
と
い
う

か
、
見
当
違
い
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
錯
視
の
ひ
と
つ
は
、
例
え
ば
一
時
あ

り
ま
し
た
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
過
去
を
ド
イ
ツ

が
反
省
し
て
い
る
と
い
う
ド
イ
ツ
絶
対
礼
賛
で

す
。
あ
れ
な
ど
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
れ

で
も
、
も
ち
ろ
ん
利
害
は
明
ら
か
に
あ
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
利
害
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
文
化
、
そ
れ
か
ら
公
共
の
議
論
、

そ
れ
と
政
治
の
議
論
、
そ
し
て
経
済
的
利
害
の
絡

み
合
い
を
ど
う
や
っ
て
テ
キ
ス
ト
と
つ
な
げ
て
見

て
い
く
か
、
と
て
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の

意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
デ
カ
ル
ト
的
な
近
代
的

主
体
で
、
主
体
は
排
除
で
あ
っ
て
、
国
民
国
家
は

排
除
で
あ
っ
て
と
こ
う
い
っ
て
い
る
と
、
非
常
に

楽
で
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
現
実
に
例
え
ば
ボ
ス

ニ
ア
戦
争
の
後
、
「
国
民
国
家
」
ド
イ
ツ
は
三O

万
人
の
ボ
ス
ニ
ア
難
民
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
国
民
国
家
イ
コ
ー
ル
排
除
と
い
う
図
式
が

い
か
に
間
違
っ
て
い
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
だ
っ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
た
く
さ
ん
、
十

九
世
紀
か
ら
い
っ
ぱ
い
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
、
一
個
の
単
純
な
テ
ー
ゼ
に

還
元
で
き
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。

雄
担
問
で
き
な
い
。
で
す
か
ら
最
初
に
話
し
た

時
間
と
空
間
の
、
こ
の
枠
組
み
を
い
く
つ
か
、
何

層
か
で
考
え
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
経

済
学
で
市
場
と
い
う
場
合
、
普
通
身
近
に
顔
を
見

合
わ
せ
て
市
場
で
取
引
で
き
る
市
場
、
こ
れ
は

「
い
ち
ば
」
と
い
う
よ
う
な
部
分
で
す
け
れ
ど
ね
。

そ
れ
か
ら
少
な
く
と
も
生
産
者
が
見
え
な
い
商
品

の
流
通
す
る
市
場
が
あ
り
ま
す
。
貿
易
は
そ
の
延
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長
線
上
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
ね
。
そ
れ
か
ら
金
融

市
場
な
ん
て
い
う
も
の
も
、
も
う
今
や
記
号
だ
け

動
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
市
場
が
あ
る

わ
け
で
す
ね
。

議
認
風
見
た
人
が
い
な
い
。

雄
器
開
そ
れ
を
一
緒
に
ひ
と
つ
の
論
理
で
と
ら

え
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
ん
で
す
ね
。
生
活

を
実
感
し
て
行
動
し
て
い
る
側
面
と
、
全
く
記
号

だ
け
の
世
界
と
、
そ
の
中
間
的
な
層
が
あ
り
ま
す

ね
。

〈座談会〉思想史にとってのヨ 口ッパ

思
想
の
多
層
性
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議
醤
鴎
そ
れ
こ
そ
思
想
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て

も
、
そ
う
い
う
多
層
性
は
必
要
で
す
ね
。
テ
キ
ス

ト
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、
ど
れ
も
み
ん
な
テ
キ

ス
ト
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
多
層
化
し
て
見

る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
が
。

掛
趨
聞
わ
た
し
が
い
ま
危
倶
し
て
い
る
の
は
、
テ

キ
ス
ト
中
心
主
義
と
い
う
の
も
批
判
さ
れ
ま
す
け

れ
ど
、
そ
れ
に
対
し
て
一
方
で
経
験
主
義
と
で
も

い
う
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ん
か
が
中
心
で
、

テ
キ
ス
ト
は
信
じ
る
な
、
自
分
の
見
た
も
の
、
聞

い
た
こ
と
だ
け
が
正
し
い
ん
だ
と
い
う
見
方
が
か

な
り
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
な

ん
か
に
も
そ
う
い
う
考
え
方
が
強
い
。
昔
、
寺
山

修
司
で
す
か
、
「
書
を
捨
て
よ
、
町
へ
出
ょ
う
」

と
い
っ
た
。
あ
れ
以
上
で
す
よ
。
彼
は
、
ま
だ
わ

か
っ
て
い
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
か
つ
て

経
験
主
義
と
し
て
批
判
し
て
い
た
よ
う
な
こ
と

が
、
今
、
知
的
な
分
野
で
一
つ
の
大
き
な
セ
ク

タ
ー
に
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。

畷
帯
四
学
問
の
中
で
も
強
い
で
す
よ
ね
。

施
趨
時
強
い
で
す
ね
。
い
い
出
し
た
本
人
は
、
テ

キ
ス
ト
ば
か
り
読
ん
で
い
る
と
現
実
が
見
え
な
い

こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
を
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を

知
っ
た
上
で
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
継

者
は
テ
キ
ス
ト
を
全
然
見
な
い
で
実
態
ば
か
り
を

見
て
い
る
。

雌
驚
謝
現
実
は
、
テ
キ
ス
ト
な
し
で
見
え
な
い
。

も
の
を
見
る
に
は
見
る
視
点
と
尺
度
が
要
り
ま
す

か
ら
、
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
以
外
に
は
難
し

雌
週
間
視
点
と
尺
度
を
拒
否
す
る
と
い
う
の
は
、

一
方
で
何
か
大
き
な
も
の
に
視
点
を
委
ね
て
い
る

ん
だ
け
れ
ど
も
。
た
だ
、
そ
う
い
う
知
的
活
動
も

現
実
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
思
想
史
の
中
で
、
そ
れ

を
排
除
で
き
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
を
取
り
込

ん
で
、
し
か
も
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
l

ク
も
必
要

だ
し
と
い
う
よ
う
な
、
重
層
性
と
い
う
の
も
い
ろ

い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
ね
。

議
議
鴎
テ
キ
ス
ト
を
全
然
読
ま
な
い
人
が
、
実

感
で
調
査
に
行
く
。
そ
う
い
う
人
だ
っ
て
調
査
し

た
こ
と
に
つ
い
て
書
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
と

き
の
言
語
は
無
意
識
の
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
理
論

的
前
提
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
暗
黙
の
理
論
が
一
番
危
な
い
ん
で
す
。
か
と

い
っ
て
、
で
は
大
き
な
近
代
化
の
理
論
と
か
と
い

う
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
す
。
理
論
は
単
一
性

に
流
れ
る
傾
向
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
複
雑
性
を
宿

し
た
理
論
、
そ
し
て
現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
、
妥

協
す
る
の
で
な
く
変
え
ら
れ
て
い
く
、
変
え
て
い

く
理
論
。
ア
メ
ー
バ
性
を
持
っ
た
理
論
と
い
う

か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
論
概
念
も
変
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
き
わ
め
て

難
し
い
。
市
場
の
多
層
性
と
い
う
の
は
、
か
な
り

ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。

雄
摺
陣
そ
れ
と
関
係
論
的
な
議
論
で
す
ね
。
関

係
に
も
と
や
つ
い
た
機
能
を
重
視
す
る
議
論
と
、
本

質
論
的
な
議
論
と
ど
ち
ら
も
排
除
で
き
な
い
。
本

質
的
認
識
と
い
う
の
は
明
確
に
意
識
す
る
か
、
し

な
い
か
は
別
と
し
て
、
や
は
り
自
分
が
何
年
か
生
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き
て
く
れ
ば
そ
の
聞
に
、
個
人
の
環
境
と
か
時
代

状
況
と
か
、
世
界
の
状
況
と
か
に
規
定
さ
れ
ま
す

け
れ
ど
、
あ
る
程
度
は
形
成
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
と
同
時
に
関
係
性
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
で
関
係
性
は
本
質
規
定
を
介
し
て
ま
た
何
か

主
張
す
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
の
関
係
性
と
本
質

的
な
議
論
と
の
両
方
の
関
係
を
見
抜
く
こ
と
が
重

要
な
気
が
し
ま
す
。

国
家
の
問
題
な
ん
か
は
、
実
は
そ
う
い
う
よ
う

な
問
題
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
へ
l

ゲ
ル
の

よ
う
な
国
家
論
は
、
国
家
の
本
質
は
こ
う
だ
と
い

う
よ
う
な
議
論
、
あ
る
い
は
一
つ
の
筋
道
を
描
く

よ
う
な
議
論
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
国
家
を
一

つ
の
単
位
と
し
て
、
諸
国
家
聞
の
力
関
係
を
見
る

よ
う
な
議
論
と
が
、
国
連
の
問
題
を
考
え
る
時
に

も
融
合
す
る
と
い
う
か
、
重
層
化
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

臨
腎
晶
思
想
の
多
層
性
と
は
何
か
、
も
う
少
し

説
明
を
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。

雄
縄
問
そ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
例

え
ば
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
よ

う
な
議
論
を
立
て
る
と
、
そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

連
続
性
と
共
通
性
と
を
問
題
に
し
ま
す
ね
。
と
こ

ろ
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
実
際
に
は
時
代
に
よ
っ
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て
変
化
し
て
い
る
。
初
期
は
非
常
に
革
命
的
な
、

ラ
ジ
カ
ル
な
、
急
進
主
義
の
形
態
を
と
っ
た
り
し

ま
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
な
ん
か
は
そ
う

だ
つ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
次

第
に
保
守
主
義
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ

れ
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
思
想
の
連
続
性
の

も
と
で
の
変
化
は
一
体
何
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

か
。
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
要
因
の
交
錯
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

協
議
鴎
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
と
思
想
史
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
で
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
既
に
や
ら
れ
て
い

ま
す
。
ひ
と
つ
は
近
代
化
。
モ
ダ
ニ
ゼ
l

シ
ヨ
ン

と
い
う
言
葉
自
身
が
、
明
ら
か
に
あ
る
理
念
的
立

場
を
も
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
大
塚

さ
ん
み
た
い
に
理
想
化
し
た
近
代
に
し
な
い
や
り

方
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
の
近
代
化

と
い
う
の
は
ど
ん
な
近
代
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ

ろ
う
が
ド
イ
ツ
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ

リ
ス
、
日
本
、
す
べ
て
選
択
的
な
近
代
化
で
す
。

近
代
化
の
も
っ
て
い
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
あ
る
側

面
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
よ
り
強
く
出
て
く
る
。
そ

れ
は
工
業
化
で
あ
っ
た
り
、
議
会
制
民
主
主
義
で

あ
っ
た
り
、
日
常
生
活
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ

み
ん
な
選
択
的
な
近
代
化
は
世
界
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
で
起
き
て
い
る
。
そ
の
選
択
的
な
近
代
化
だ
け

な
ら
、
こ
う
い
う
状
況
で
は
こ
う
い
う
近
代
化
が

生
じ
る
、
あ
あ
い
う
状
況
で
は
あ
あ
い
う
近
代
化

が
生
じ
る
と
ヴ
エ
|
パ
ー
み
た
い
に
多
少
理
論
化

で
き
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
実
際
に
は

不
可
能
で
す
。
な
ぜ
不
可
能
か
と
い
う
と
、
選
択

的
な
さ
ま
ざ
ま
な
近
代
化
が
、
韓
国
と
日
本
と

か
、
イ
ン
ド
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
、
ま
た
相
互
に

絡
み
合
い
、
作
用
し
合
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
す
る

と
実
際
に
は
糸
が
絡
み
合
っ
た
み
た
い
で
す
。
「
も

つ
れ
あ
っ
た
近
代
」
(
開
口g
口
四
万
品g
a
m
g
S
)と

い
う
言
葉
を
僕
は
使
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る

い
は
「
共
有
さ
れ
た
近
代
」
(
田
区
円
包B
a
o
E
q
)

と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
を
持
ち

な
が
ら
の
選
択
的
な
近
代
化
が
世
界
中
で
動
い
て

い
る
。

例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
イ
ン
ド
の
知
識

人
が
、
あ
る
い
は
中
国
の
知
識
人
が
、
あ
る
い
は

エ
ジ
プ
ト
の
人
が
ど
う
い
う
議
論
を
し
て
き
た

か
、
有
名
な
人
の
名
前
は
知
っ
て
い
て
も
、
中
身

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
福
沢
が

こ
う
い
っ
た
、
京
都
学
派
が
こ
う
い
っ
た
と
い
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ぅ
、
こ
れ
は
自
分
の
言
語
の
世
界
だ
か
ら
よ
く

知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な

地
域
で
の
近
代
化
論
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
と
か
い

う
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
が
も
う
ち
ょ
っ
と
ク
ロ

ス
・
リ

l

ジ
ヨ
ナ
ル
と
い
う
か
、
イ
ン
タ
ー


リ

l

ジ
ヨ
ナ
ル
と
い
う
か
、
勉
強
も
し
、
そ
れ
を

ぶ
つ
け
合
っ
て
み
る
と
、
意
外
と
一
つ
の
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
で
き
る
は
ず
で
す
。
選
択
的
な
近
代

化
の
相
互
関
連
と
い
う
ふ
う
に
見
る
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
近
代
化
が
始
ま
っ
た
と
仮
定
し
て

も
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
は
も
う
個
人
的
な
限

界
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
続
け
る
に

し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
と
い
う
の
は
あ

く
ま
で
一
つ
の
選
択
的
な
近
代
化
な
ん
だ
、
同
時

に
そ
れ
に
誘
発
さ
れ
て
世
界
各
地
に
近
代
化
が
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
選
択
に
も
と
づ
く
近
代
化
が

起
き
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
相
互
に
絡
み

合
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
図
式
に
す
れ
ば
、
割
合

多
層
的
に
、
個
々
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
も
し
く

は
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
作
っ
て
い
く
こ
と
は
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

雄
趨
開
先
ほ
ど
三
島
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
日

本
と
同
じ
よ
う
に
韓
国
に
も
京
都
学
派
的
な
も
の

が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
思
想
で
も
受
容

〈座談会〉思想史にとってのヨーロツパ特集 I

す
る
側
に
よ
っ
て
受
け
止
め
方
に
差
異
が
あ
る
。

違
っ
て
き
た
思
想
が
、
相
互
に
ま
た
影
響
を
及
ぼ

し
合
い
ま
す
ね
。
日
本
に
受
容
さ
れ
た
近
代
化
が

中
国
に
、
概
念
的
に
も
影
響
を
与
え
る
と
い
う
よ

う
な
。
そ
こ
を
ど
う
い
う
ぐ
あ
い
に
組
み
合
わ
せ

て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

国
家
の
問
題
に
つ
い
て
、
近
代
主
権
国
家
と
い

う
の
は
、
普
遍
性
を
持
つ
面
と
持
た
な
い
面
が
あ

る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
よ
。
歴
史
的
に
見
る
と
、

あ
れ
は
本
当
に
ご
く
一
部
の
地
域
と
一
部
の
時
代

に
妥
当
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
近
代
主

権
国
家
の
下
で
つ
く
ら
れ
た
法
律
が
、
や
は
り
世

界
の
規
定
的
な
ル
l

ル
に
な
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
動
く
。
け
れ
ど
も
、
主
権
国
家
が
形
成
で
き
な

い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
て
、
国
家

の
類
形
と
い
う
か
、
国
家
聞
の
差
異
が
非
常
に
激

し
く
て
、
国
家
と
も
い
え
な
い
よ
う
な
国
家
が
存

在
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
状
況
は
ど
う

し
て
出
て
く
る
の
か
。
こ
れ
は
、
思
想
の
場
合
も

同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
と
ら
え
て
い
る
ん
で
す
。

そ
れ
こ
そ
相
互
関
係
で
、
ひ
と
つ
の
国
が
強
固
に

な
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
う
で
な
い
、
国
家
を

形
成
で
き
な
い
側
面
が
出
で
き
た
り
す
る
相
互
の

イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

相
互
の
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
見
方
に

お
い
て
は
じ
め
て
、
ギ
リ
シ
ア
文
明
と
キ
リ
ス
ト

教
の
関
係
と
か
、
あ
る
い
は
一
神
教
と
多
神
教
の

関
係
と
か
、
あ
る
い
は
ニl
チ
ェ
の
神
の
死
と
か

が
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
の
流
れ
が
あ
る
時
期
断
絶
し
、
ま
た
過
去
に

戻
っ
て
自
己
形
成
す
る
よ
う
な
歴
史
的
に
複
雑
な

絡
み
合
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
動
き
を

一
元
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
私
に
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
思
想
を
受
け
止
め
る
立
場
あ
る
い
は
視
点
と

は
な
に
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

へ
l

ゲ
ル
で
も
マ
ル
ク
ス
で
も
、
ウ
ォ
l

ラ
l

ス

テ
イ
ン
で
も
そ
う
で
す
が
、
現
代
の
立
場
か
ら
過

去
の
思
想
を
総
括
し
よ
う
と
し
ま
す
ね
。
自
分
の

中
に
も
そ
れ
は
あ
る
わ
け
で
す
。
い
ま
ま
で
生
き

て
き
て
、
こ
の
場
で
、
そ
こ
に
到
る
流
れ
と
し
て

思
想
を
見
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
と
い

う
場
合
、
一
体
ど
の
場
に
立
っ
て
も
の
を
い
え
る

の
で
し
ょ
う
か
。

雌
冨
謝
そ
れ
は
、
い
ま
、
こ
こ
と
い
う
場
で
あ

る
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

噂
芭
鳳
現
代
か
ら
抜
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

た
だ
、
今
は
、
へ
1

ゲ
ル
の
よ
う
に
全
部
自
分
の
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• 体
系
に
す
る
の
で
は
な
い
方
法
は
あ
る
と
思
い
ま

す
ね
。
そ
れ
こ
そ
変
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
な

く
て
、
マ
ル
チ
・
パ
l

ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
と
か
、
ク

ロ
ス
・
リ

l

ジ
ヨ
ナ
ル
な
掛
け
合
わ
せ
と
か
。

雄
縄
開
そ
れ
は
阪
上
さ
ん
、
ど
う
で
す
か
。
私

も
現
代
か
ら
見
る
し
か
な
い
と
い
う
の
は
認
め
ま

す
よ
。
た
だ
し
、
そ
う
す
る
と
過
去
は
全
部
こ
こ

ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
。

雌
寝
4
い
や
、
そ
れ
は
全
部
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
す
ぐ
に
は
意
味
し
な
い
で
し
ょ

v
qノ
。

帯
躍
廟
意
味
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
フl
コ
ー

だ
っ
て
断
絶
を
語
る
わ
け
だ
し
。

雄
諸
問
も
ち
ろ
ん
、
断
絶
は
語
れ
ま
す
け
れ
ど
、

現
在
の
こ
の
地
点
か
ら
過
去
を
見
る
と
い
う
こ
と

は
変
わ
り
ま
せ
ん
ね
。

離
震
品
う
ん
、
変
わ
り
ま
せ
ん
。
松
岡
さ
ん
の

お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
過
去
の
時
代
に
身
を
置
い
て

考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

雄
趨
時
だ
れ
だ
っ
て
自
分
の
立
場
か
ら
、
そ
し

て
こ
の
現
代
か
ら
し
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。
問
題

に
し
た
い
の
は
、
思
想
の
流
れ
と
は
な
に
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
進
歩
主
義
と

か
、
進
歩
史
観
と
い
っ
た
も
の
か
ら
抜
け
出
す
と
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い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

進
歩
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
そ

れ
で
ひ
と
つ
の
答
え
で
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
。

距
離
感
の
重
要
性

噂
醤
鳳
テ
キ
ス
ト
を
読
む
時
の
方
法
が
重
要
で
、

他
者
の
パ
l

ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
に
立
っ
て
見
る
な
ん

で
い
う
、
何
か
道
徳
的
な
お
説
教
を
し
て
も
、
こ

れ
は
学
聞
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
で
す
。
大
学
に

い
な
い
人
の
方
が
、
そ
う
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
他

者
の
立
場
に
立
つ
の
は
う
ま
い
の
が
普
通
で
す
か

p
り
。

雄
諸
問
そ
れ
は
道
徳
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
他
者

の
視
点
に
立
て
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
か
と
い
っ

て
、
自
分
の
視
点
だ
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

帯
軍
属
他
者
の
視
点
を
知
る
こ
と
は
あ
る
程
度

は
で
き
る
で
し
ょ
う
。

雄
縄
開
そ
う
や
っ
て
、
例
外
主
義
と
い
う
か
、
自

分
だ
け
が
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
も
ち

ろ
ん
批
判
で
き
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
ね
。

臨
奮
闘
『
だ
か
ら
現
在
の
尺
度
で
過
去
を
測
る
の

は
ぐ
あ
い
が
悪
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
そ
う
だ

と
思
う
ん
で
す
。

雄
諸
問
そ
の
点
で
、
例
え
ば
戦
後
の
日
本
の
五

O
年
と
い
っ
た
時
間
的
な
区
切
り
方
を
、
近
代
と

い
う
尺
度
と
組
み
合
わ
せ
て
論
じ
る
と
い
う
の
は

ど
う
で
す
か
ね
。
自
然
史
と
か
、
非
常
に
長
期
な

人
類
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別

と
し
て
。

鹿
鳴
謝
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
僕
は
思
想
史

と
か
、
社
会
科
学
一
般
に
、
距
離
感
と
い
う
か
、

遠
近
法
と
い
う
も
の
が
も
の
す
ご
く
大
事
だ
と
思

う
ん
で
す
。
例
え
ば
へl
ゲ
ル
の
よ
う
な
議
論
に

な
る
と
、
も
の
す
ご
く
遠
い
視
点
、
天
上
の
視
点

か
ら
見
て
い
る
感
じ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
あ
る
枠
組
み
を
も
っ

て
並
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
大
き
な
流
れ
と
い
う
こ

と
に
な
る
、
大
き
な
物
語
が
で
き
る
わ
け
で
す

ね
。
も
う
一
方
の
極
は
、
は
い
回
り
実
証
主
義
と

い
う
か
、
地
面
に
密
着
し
た
考
え
方
が
あ
っ
て
、

こ
れ
は
細
部
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
見
取
り
図
が
見

え
な
い
、
地
図
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。人

工
衛
星
か
ら
見
る
と
地
球
は
緑
に
見
え
る
、

青
く
見
え
る
と
い
う
の
で
は
思
想
史
は
で
き
な

い
。
か
と
い
っ
て
地
面
に
密
着
し
て
し
ま
う
と
、

地
図
が
わ
か
ら
な
い
。
先
ほ
ど
の
思
想
の
多
層
性
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と
か
、
あ
る
い
は
差
異
が
あ
り
な
が
ら
共
通
性
が

あ
る
と
か
を
見
る
に
は
、
適
切
な
距
離
、
高
さ
を

と
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
ど
れ
ぐ
ら
い
の
距

離
を
と
る
か
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
高
さ
か
ら
見
る

か
、
そ
う
い
う
遠
近
感
と
い
う
か
、
距
離
感
と
い

う
か
、
そ
れ
を
思
想
史
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
設
定

し
た
ら
い
い
の
か
が
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。
積

極
的
な
提
言
は
な
か
な
か
し
に
く
い
ん
で
す
け
れ

ど
ね
。

議
議
廟
た
だ
、
高
さ
と
い
う
の
は
そ
れ
こ
そ
技

術
が
進
歩
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
方
法
意
識
も
進
歩

す
る
か
ら
、
へ
i

ゲ
ル
と
違
っ
て
変
え
ら
れ
る
わ

け
で
す
よ
ね
。
低
空
飛
行
で
見
る
こ
と
も
で
き
る

し
、
着
陸
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
結
構
上

に
行
く
こ
と
も
で
き
る
し
。
そ
れ
は
飛
行
機
の
技

術
の
進
歩
の
レ
ベ
ル
と
同
じ
で
、
明
ら
か
に
わ
れ

わ
れ
の
思
想
を
め
ぐ
る
方
法
、
意
識
も
い
ろ
い
ろ

な
経
験
の
中
か
ら
進
歩
し
て
、
複
雑
化
し
て
い

る
。
別
の
飛
行
場
に
降
り
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

他
者
の
パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ブ
と
い
う
の
は
、
何
か

被
害
者
の
側
に
立
っ
と
か
変
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
抜
き
に
し
て
、
十
分
に
研
究
の
実
践
上
、
昔
よ

り
可
能
な
こ
と
で
す
。
隣
国
で
も
行
っ
て
み
て
、

そ
こ
の
同
僚
と
討
論
し
、
彼
ら
の
書
い
た
も
の
を

読
む
だ
け
で
、
大
分
観
点
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
す
る
と
、
過
去
の
テ
キ

ス
ト
が
ど
う
見
え
て
く
る
か
と
い
う
の
が
、
非
常

に
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
。
や
は
り
そ
う
や
っ
て
読

み
返
さ
な
い
こ
と
に
は
、
見
え
て
こ
な
い
と
思
う

ん
で
す
よ
ね
。
マ
ル
ク
ス
の
テ
キ
ス
ト
が
今
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
最
初
の
把
握
と
し
て
見
え
で
き
た

り
す
る
の
も
、
や
は
り
別
の
経
験
か
ら
、
高
さ
が

変
わ
っ
た
か
ら
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
。
た

だ
実
際
高
さ
を
変
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か

と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど

も
。

雌
怒
柑
高
さ
を
変
え
る
の
も
難
し
い
け
れ
ど
も
、

適
切
な
高
さ
を
と
る
と
い
う
の
も
難
し
い
。
な
ぜ

こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
か
と
い
う
と
、
思
想
史
で

は
ほ
と
ん
ど
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
『
社
会
生
物
学
』
の
よ
う
な
、
天

上
の
観
点
か
ら
人
間
を
見
る
議
論
が
あ
り
ま
す

ね
。
じ
っ
さ
い
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
地
球
外
の
惑
星

か
ら
や
っ
て
き
た
博
物
学
者
の
身
に
な
っ
て
ヒ
ト

と
い
う
生
物
を
見
ょ
う
、
と
書
い
て
、
社
会
生
物

学
に
よ
る
人
文
科
学
の
統
合
を
主
張
し
て
い
ま

す
。
文
字
通
り
の
天
上
の
視
点
で
す
。
も
う
一
方

に
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
は
い
か
に
も
爺
さ

ま
臭
く
て
い
や
な
の
で
す
が
、
若
い
人
の
論
文
に

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
多
少
と
も
大
き
な

勿
，

流
れ
や
長
期
的
な
パ
l

ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
を
欠
い
た

2日υ

個
別
研
究
が
あ
る
。
と
く
に
、
三
島
さ
ん
の
問
題
A

提
起
に
あ
っ
た
へ
|
ゲ
ル
の
図
式
や
、
た
と
え
ば
融

思
想
史
を
解
放
の
思
想
史
と
し
て
書
く
と
い
う
蝕

「
大
き
な
物
語
」
が
疑
わ
れ
て
以
来
、
こ
う
し
た
思
会

傾
向
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
社

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
町
に
着
く
と
、
ま
ず
、
町
で

一
番
高
い
塔
や
鐘
楼
に
上
っ
て
町
全
体
を
見
た
と

旅
行
記
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
こ
の
文
句
が

好
き
で
「
塔
の
視
点
」
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。
「
大

き
な
物
語
」
の
崩
壊
以
後
、
塔
の
視
点
は
ま
す
ま

す
重
要
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

時
醤
鴎
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
は
結
構
、
安
定
飛

行
を
し
て
き
で
い
ま
す
か
ら
、
急
に
上
が
っ
た

り
、
下
が
っ
た
り
さ
れ
る
と
気
持
ち
悪
く
な
っ
て

し
ま
う
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
(
笑
)
。
ま
た
、
最

初
の
提
言
で
い
い
ま
し
た
が
、
個
別
研
究
で
は
非

常
に
細
か
い
と
こ
ろ
の
穴
掘
り
技
術
も
進
ん
で
い

ま
す
。
高
さ
ど
こ
ろ
か
潜
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
個
別
研

究
と
全
体
の
見
取
り
図
の
関
係
が
ま
す
ま
す
難
し

く
な
り
ま
す
。
時
に
は
生
物
進
化
論
の
高
み
か
ら
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冷
や
水
も
か
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
。
さ
ら
に
は
宇

宙
の
歴
史
か
ら
見
た
ら
人
類
の
存
在
な
ど
は
極
微

小
な
出
来
事
だ
な
ど
と
い
う
も
っ
と
冷
た
い
水
も

か
か
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
関
連
で
は
、

松
岡
さ
ん
が
い
わ
れ
た
市
場
の
多
層
性
が
使
え
そ

う
で
す
ね
。
先
ほ
ど
、
わ
ざ
と
矛
盾
だ
と
い
う
い

い
方
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

人
々
の
議
論
は
、
反
戦
運
動
だ
け
ど
、
や
は
り
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
志
向
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
見
方
が
違
う

と
こ
ろ
か
ら
く
る
そ
れ
ぞ
れ
正
確
な
観
察
で
す
よ

ね
。
そ
の
違
う
二
つ
の
パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ブ
だ
け

で
も
、
両
方
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

へ
l

ゲ
ル
的
な
統
一
性
へ
向
け
て
の
媒
介
は
も
う

絶
対
不
可
能
で
す
け
れ
ど
も
。
飛
行
機
自
体
は
高

さ
を
変
え
て
く
れ
た
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
パ
ー

ス
ベ
ク
テ
イ
ブ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
、
そ
れ
こ
そ
グ

ロ
ー
バ
ル
に
で
き
な
い
か
。
例
え
ば
イ
ン
ド
で
ど

う
だ
つ
た
か
、
ベ
ト
ナ
ム
で
、
今
度
の
ア
メ
リ
カ

の
戦
争
は
ど
う
議
論
さ
れ
た
か
と
い
う
の
は
、
知

識
も
ま
っ
た
く
な
い
。
関
心
が
な
い
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
多
様
化
が
必
要
で

し
ょ
う
ね
。
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思
想
史
の
課
題

絡
調
間
関
心
が
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
今
の
知

識
や
情
報
の
流
れ
方
自
体
が
つ
く
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
ね
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
思
想
史
の
課

題
、
思
想
史
は
何
を
課
題
に
す
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
が
、
つ
ま
り
わ
た
し
た
ち
は
何
の
た
め
に
こ

う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
議
論
に
な

り
ま
す
ね
。

議
議m
昭
和
二
十
年
代
だ
と
世
界
平
和
の
た
め

に
と
か
い
う
こ
と
で
す
ね
。
い
ま
で
は
、
ち
ょ
っ

と
顔
を
赤
く
し
な
い
と
い
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

で
も
話
を
戻
し
ま
す
と
、
今
こ
う
や
っ
て
使
っ

て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
だ
っ
て
、
日
本
語
に

な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
言
葉

が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
意
味
で

は
、
も
う
素
朴
に
語
る
と
き
で
す
ら
、
そ
の
中

に
、
先
ほ
ど
の
鏡
と
は
違
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
言
葉
が
は
い
っ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
、
も
ち
ろ

ん
日
本
か
ら
も
、
出
来
合
い
の
枠
組
み
は
、
も
は

や
な
い
わ
け
で
。

械
趨
聞
そ
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
の
存
在
は
や
は
り

大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
い
ま
例
え
ば
ユ
ー

ロ
の
問
題
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再
発
見
と
考
え
る
人

が
い
る
で
し
ょ
う
。
ユ
ー
ロ
の
宣
言
を
、
非
ア
メ

リ
カ
宣
言
と
と
ら
え
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
。
ユ
ー

ロ
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

と
い
う
も
の
を
、
や
は
り
今
こ
こ
に
な
っ
て
再
び

確
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

ア
メ
リ
カ
発
の
グ
ロ
l

バ
リ
ズ
ム
へ
の
反
応
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
、
地
球
は
一
っ
と
と
ら
え
ら
れ

る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う

す
る
と
そ
の
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
さ
ま
ざ
ま
に
確
認
し
て
い
る
こ
と

の
も
っ
て
い
る
意
味
は
、
今
ま
で
の
思
想
の
枠
組

み
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
概

念
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
と
き

に
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
的
な
流
れ
を
踏

ま
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
し
か
し
従

来
の
「
物
語
」
で
は
、
や
は
り
だ
め
だ
と
い
う
こ

と
も
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
に
ア
メ

リ
カ
と
い
う
も
の
が
目
指
し
た
思
想
な
り
文
化
な

り
を
取
り
込
ん
だ
視
点
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
サ
イ
l

ド
が
な
、
ぜ
ア
メ
リ
カ
に
行
っ

て
た
と
え
ば
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
打
出
し
た
の

か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
ぐ
く
ま



れ
た
議
論
が
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
で
は
な
く
て
、

・
違
う
側
面
、
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
う
い
う

パ
こ
と
は
、
日
本
人
と
し
て
は
や
ら
な
け
れ
ば
い
け

岬
ノ口

な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ア
ジ
ア
の
人
も
そ
う
だ
し
、

子
イ
ス
ラ
ム
で
も
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。

初
議
離
そ
の
と
き
に
や
は
り
韓
国
や
中
国
で
の

わ
議
論
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
広
げ
て
も
い
い
で
す
け

航
れ
ど
も
、
今
の
問
題
を
ど
う
見
て
い
る
か
も
、
相

関
互
に
そ
れ
こ
そ
情
報
交
換
し
な
い
と
い
け
ま
せ

〉
ん
。
昔
の
西
谷
啓
治
も
西
田
も
和
辻
も
み
ん
な
そ

A
E
 

議
う
だ
け
れ
ど
も
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
危
機
に

も
陥
っ
た
、
近
代
は
超
克
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

そ
れ
は
必
ず
や
わ
れ
わ
れ
の
方
が
う
ま
く
で
き
る

と
い
う
そ
の
確
信
が
、
彼
ら
に
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
東
洋
の
伝
統
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

だ
か
、
何
だ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は

日
本
、
そ
れ
も
彼
ら
の
思
い
こ
ん
だ
日
本
に
も
と

づ
い
て
い
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
彼
ら
の
思

考
の
陥
っ
た
誤
り
を
も
う
一
回
く
り
か
え
す
わ
け

に
い
き
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
の
こ
と
は
一
番
よ
く

知
っ
て
い
る
か
ら
、
お
れ
た
ち
で
何
と
か
で
き
る

と
思
い
た
い
の
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
あ
ま
り
に
も
思
考
回
路
が
幼
稚
で
す
。
そ

れ
は
、
絶
対
ま
ず
い
。
例
え
ば
韓
国
よ
り
、
多
分
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わ
れ
わ
れ
の
方
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
、
そ
れ
ぐ

ら
い
の
意
識
を
持
た
な
い
と
ま
ず
い
。

雌
冨
晶
か
つ
て
の
「
近
代
の
超
克
」
論
の
再
現

で
な
い
よ
う
な
戦
略
が
必
要
だ
と
い
う
と
と
で
す

カ帯
宮
周
そ
れ
に
は
恐
ら
く
ふ
た
つ
戦
略
が
あ
っ

て
、
ひ
と
つ
は
先
ほ
ど
の
人
権
で
は
な
い
で
す
け

れ
ど
、
超
理
論
的
で
非
常
に
抽
象
的
な
規
範
を
立

て
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
見
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
日

本
も
全
部
だ
め
だ
と
い
う
、
あ
る
種
の
理
想
主
義
。

こ
れ
は
た
だ
の
哲
学
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
実
際

の
思
想
や
社
会
の
変
化
は
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
く
だ
け
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

も
う
ひ
と
つ
は
本
当
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な

い
い
方
だ
け
れ
ど
も
、
他
地
域
で
の
、
や
は
り
そ

う
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
渡
り
合
う
議
論
を
相
互
に

情
報
交
換
も
含
め
て
見
て
い
く
、
現
実
的
に
外
部

と
つ
き
合
う
こ
と
。
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ぶ
こ
と
は

も
う
私
に
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

こ
で
の
議
論
な
ど
を
、
日
本
で
だ
っ
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
っ

と
知
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
意
外
と
共
通
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
み
つ
か
る
。
ア
フ
リ
カ
の
哲
学
と

い
う
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
主
体
中
心
で
、

自
然
を
対
象
化
す
る
、
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ

ア
フ
リ
カ
人
は
自
然
と
絶
え
ず
交
感
し
融
和
的
に

暮
ら
し
て
い
て
、
グ
ル
ー
プ
の
意
識
も
強
い
と
い

う
議
論
で
す
。
実
際
の
ア
フ
リ
カ
の
生
活
と
違
う

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
言
葉
に

な
れ
ば
、
日
本
で
一
時
期
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
と

全
く
同
じ
な
ん
で
す
。
お
お
く
の
日
本
人
論
が
実

際
の
日
本
人
の
生
活
と
違
う
点
も
で
す
。
そ
う
い

う
の
を
、
昔
の
ト
イ
ン
ビ
l

的
な
文
明
聞
の
対
話

で
は
な
く
て
、
現
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て

の
、
ま
た
近
代
に
つ
い
て
の
議
論
が
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
、
も
う
少
し
開
か
れ
た
方
が
い
い
。

一
人
で
、
百
科
事
典
的
に
網
羅
す
る
の
は
も
ち

ろ
ん
不
可
能
で
す
け
れ
ど
も
、
絶
え
ず
日
本
だ
け

で
な
く
、
韓
国
の
人
た
ち
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
わ

れ
わ
れ
」
と
い
っ
て
い
て
、
あ
る
い
は
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
の
人
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
わ
れ
わ
れ
」
と

い
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
い
く
つ
か
の
議
論
を
見

て
い
く
と
い
う
以
外
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
い
え
ま

せ
ん
ね
。

盛
官
品
本
当
の
意
味
で
の
批
判
が
、
今
い
か
に

し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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に
対
す
る
批
判
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
ど
れ
か
一

つ
を
特
権
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
突
き

あ
わ
せ
る
こ
と
は
新
し
い
視
点
を
う
ち
立
て
る
う

え
で
大
切
で
す
ね
。

弔
意
思
大
日
本
帝
国
の
過
去
、
朝
鮮
半
島
や
中
国

植
民
地
の
問
題
に
特
化
し
て
批
判
し
て
い
る
議
論

が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
重
要
だ
け
れ
ど
も
、
批

判
で
も
や
は
り
自
分
た
ち
の
社
会
や
文
化
中
心
の

批
判
で
、
世
界
の
ほ
か
の
地
域
の
こ
と
は
見
え
て

こ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
先

が
見
え
て
い
る
感
じ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
国
の

過
去
は
重
要
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
袋
小
路
に

な
り
そ
う
で
す
。
ど
の
道
を
行
っ
て
も
、
な
か
な

か
う
ま
く
い
か
な
い
け
れ
ど
も
。
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
は
多
層
化
と
し
ま
す
か
。
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ

の
多
層
化
と
い
う
と
、
言
葉
は
簡
単
で
す
が
・

雄
串
間
使
っ
て
い
る
言
語
か
ら
し
て
、
す
で
に

批
判
の
対
象
に
な
る
と
、
何
か
自
己
批
判
に
な
る

で
し
ょ
う
。

議
醤
四
自
己
を
さ
い
な
む
よ
う
な
エ
モ
|
シ
ヨ

ナ
ル
な
批
判
は
、
何
も
も
た
ら
さ
な
い
と
思
い
ま

す
。

雄
趨
聞
そ
う
す
る
と
も
う
少
し
中
間
的
と
い
う

か
、
理
念
と
現
実
の
も
う
ち
ょ
っ
と
間
ぐ
ら
い
の
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と
こ
ろ
に
何
か
一
つ
置
い
て
み
る
。
そ
れ
を
あ
る

期
間
は
基
準
に
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
次
の
と
き

に
は
ま
た
別
の
基
準
を
立
て
る
よ
う
な
こ
と
を
し

て
い
く
し
か
方
法
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
か
つ

て
、
共
産
主
義
運
動
が
一
つ
の
理
想
、
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
描
い
て
、
人
類
的
に
大
き
な
共
鳴
を
呼
ん
だ

の
で
す
が
、
し
か
し
歴
史
の
過
程
で
、
ス
タ
ー
リ

ン
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
反
す
る
も
の
は
全
部
粛
清

し
て
も
い
い
と
い
う
発
想
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
だ
け
、
共
産
主

義
運
動
だ
け
で
は
な
く
、
理
想
主
義
一
般
に
そ
う

い
う
面
が
必
ず
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
ま
で
行
か
な

い
、
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
も
っ
た
、
限
定
的
普

遍
性
と
で
も
い
う
よ
う
な
見
方
が
要
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

雌
窓
謝
そ
う
で
す
ね
。
も
の
す
ご
い
普
遍
性
に

な
る
と
、
そ
れ
こ
そ
天
上
、
ほ
か
の
惑
星
か
ら
見

て
い
る
感
じ
に
な
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
普
遍
性

は
天
上
か
ら
降
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
従

来
普
遍
的
と
見
な
さ
れ
て
き
た
も
の
を
そ
の
ま
ま

普
遍
性
と
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
ま
し
て
や

自
分
の
属
し
て
い
る
社
会
や
文
化
の
固
有
性
を
普

遍
性
と
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
相
対
化
を
通

じ
て
普
遍
的
な
も
の
に
向
か
う
と
い
う
か
、
普
遍

的
な
も
の
に
向
か
っ
て
相
対
化
す
る
以
外
に
道
は

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
道
は
試
行
錯
誤
の
道
で
あ

り
、
松
岡
さ
ん
の
い
わ
れ
る
限
定
的
な
普
遍
性
が

そ
う
い
う
意
味
な
ら
、
大
賛
成
で
す
。

茸
醗
限
定
的
普
遍
性
と
い
う
の
は
、
い
い
で

す
ね
。
逆
に
い
う
と
、
昔
、
や
は
り
共
産
主
義
運

動
の
中
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
誤
り
の
撤
回
を
強

い
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
概
念
に
誤
り
が
あ

れ
ば
、
自
分
か
ら
撤
回
可
能
な
普
遍
性
の
産
出
の

手
続
き
が
重
要
で
す
。
間
違
え
る
こ
と
は
だ
れ
で

も
あ
る
ん
だ
か
ら
、
方
法
的
懐
疑
主
義
じ
ゃ
な
い

け
れ
ど
も
、
強
い
言
語
で
は
な
い
、
し
か
し
あ
る

種
の
有
効
性
を
持
っ
た
、
撤
回
可
能
性
を
組
み
込

ん
だ
議
論
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
に

文
章
を
書
く
ば
あ
い
で
も
、
メ
ン
ツ
を
失
わ
な
い

で
、
撤
回
可
能
な
議
論
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、

理
論
的
に
な
か
な
か
難
し
い
。
だ
け
ど
、
そ
れ
し

か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
、
も
う

自
分
を
守
る
た
め
に
が
ん
が
ん
や
っ
て
、
や
せ

細
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
れ
で
は
思
想
で
は
な

く
、
自
己
擁
護
、
唯
我
独
尊
、
夜
郎
自
大
に
陥

り
、
普
遍
性
の
条
件
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
く

な
り
ま
す
。

(
二O
O
三
年
五
月
一
O
日
/
於
・
京
大
会
館
)
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史
研
究
の
新
た
な
展
開
に
む
け
て

E 

思
想
史
研
究
に
お
け
る

「
現
場
」
の
諸
相

思
想
史
研
究
に
お
け
る

「
現
場
」
の
諸
相

今
、
学
問
と
大
学
は
大
き
な
転
換
点
に
立
っ
て
い
る
。
思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
、
「
全
体
性
」
と
か

「
大
き
な
物
語
」
な
ど
と
語
ら
れ
て
き
た
大
き
な
認
識
枠
の
喪
失
は
自
明
の
前
提
で
あ
り
、
研
究
の
さ
ま
ざ

ま
な
次
元
で
新
し
い
模
索
が
始
ま
っ
て
い
る
。
本
号
で
は
、
思
想
史
研
究
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
「
現
場
」

の
諸
相
に
あ
ら
た
め
て
目
を
む
け
て
み
た
。
「
現
場
」
は
、
特
定
の
時
代
空
間
の
問
題
と
し
て
も
、
視
点
の

問
題
と
し
て
も
、
理
論
次
元
の
問
題
と
し
て
も
、
方
法
の
問
題
と
し
て
も
取
り
組
ま
れ
追
究
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
諸
側
面
を
糾
合
し
つ
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
よ
り
統
合
さ
れ
た
社
会
像
・
歴
史
像
を
構
成
し
て

い
く
と
こ
ろ
に
、
今
後
の
思
想
史
研
究
の
可
能
性
を
考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

国



大
西
祝
に
み
る
身
体
の
新
し
い
地
図
作
成
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本
論
文
は
、
明
治
一
一
十
年
代
に
お
け
る
身
体
感
覚
の
あ
り
様
と
そ
の

変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
身
体
の
感
覚
は
日

常
的
な
営
み
が
続
く
中
で
は
そ
れ
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、

し
か
し
日
常
が
大
き
な
変
化
を
被
る
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
的
に

捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
明
治
期
は
、
西
洋
化
・
近
代

化
が
進
み
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
質
な
価
値
規
範
と
の
対
峠
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
身
体
感
覚
も
ま
た
大
き
な
変
容
に
曝
さ
れ
た
時
期
で
あ

る
。
と
く
に
美
学
哲
学
・
批
評
の
領
域
で
は
、
西
洋
絵
画
の
流
入
に
伴

ぃ
、
人
間
の
眼
差
し
の
あ
り
方
が
大
き
な
組
み
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

こ
の
視
覚
の
変
容
が
全
身
体
の
感
覚
の
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
を
敏
感

に
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
美
学
」
の
語
源
は
、

美
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
前
に
、
ギ
リ
シ
ア

4語
の
包
師
同
町
刷
包
師
、
「
感

覚
、
感
性
、
感
覚
的
知
性
」
で
あ
る
。
「
日
本
」
の
美
学
哲
学
・
批
評
の

に
し
あ
ま
ね

領
域
で
は
、
西
周
『
美
妙
学
説
』
(
明
治
五
年
説
と
十
年
説
が
あ
る
)
を
鳴

き
く
ち
た
い
ろ
く

矢
と
し
て
、
菊
地
大
麓
訳
『
修
辞
及
美
学
』
(
明
治
十
二
年
)
、
フ
ェ
ノ
ロ

サ
『
美
術
真
説
』
(
明
治
十
五
年
)
、
中
江
兆
民
訳
『
維
氏
美
学
』
(
明
治

っ
ぽ
う
ち
し
よ
う
よ
う

十
六
1

十
七
年
)
、
そ
し
て
坪
内
遺
遥
『
小
説
神
髄
』
(
明
治
十
八1
十
九

年
)
な
ど
に
よ
り
、
美
を
め
ぐ
る
理
論
化
・
体
系
化
へ
の
下
地
が
形
成

お
お
に
し
は
じ
め

さ
れ
て
い
っ
た
が
、
明
治
二
十
年
代
を
迎
え
、
よ
う
や
く
大
西
祝
(
一

八
六
四
1

一
九
O
O
)
の
登
場
を
ま
っ
て
、
美
を
感
受
す
る
人
間
の
「
感

覚
、
感
性
、
感
覚
的
知
性
」
の
あ
り
様
に
は
っ
き
り
と
注
目
し
、
と
れ
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を
言
語
化
す
る
試
み
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
大
西
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
哲
学
・
批
評
活
動
の
初
め
(
明
治
二
十
年

代
前
半
)
か
ら
、
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
確
か
に
行
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
社
会
進
化
論
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
イ
ギ

リ
ス
の
生
理
(
心
理
)
学
的
美
学
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
的
美

学
の
受
容
期
間
を
経
て
、
早
す
ぎ
る
晩
年
期
(
明
治
二
十
年
代
後
半
以
降
)

に
、
「
感
覚
、
感
性
、
感
覚
的
知
性
」
の
理
論
へ
と
跳
躍
す
る
の
で
あ
る
。

大
西
祝
は
、
大
塚
保
治
や
島
村
抱
月
、
航
船

J染
川
や
鉱L
r属
品
中
な
ど

の
美
学
者
に
多
大
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
も
、
現
在
、
美
学
史
の
中
に

明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
大
西
の
美
学
哲
学
・

批
評
の
テ
ク
ス
ト
へ
と
分
け
入
っ
て
、
そ
の
思
想
の
中
核
に
光
を
当
て

る
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
ぱ
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う

な
大
西
祝
の
テ
ク
ス
ト
を
で
き
る
限
り
内
在
的
に
読
み
込
ん
で
、
そ
の

美
学
u

感
覚
の
理
論
を
照
射
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
大
西
の

哲
学
・
批
評
の
初
期
か
ら
晩
期
へ
と
追
っ
て
い
く
こ
と
が
、
同
時
に
、

明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
身
体
感
覚
の
あ
り
様
と
そ
の
変
遷
、
身
体
を

め
ぐ
る
新
し
い
地
図
作
成
の
あ
り
方
の
一
端
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。

大
西
祝
の
前
史
|
|
高
橋
由
一
の
体
験
を
も
と
に
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本
章
で
は
、
大
西
の
テ
ク
ス
ト
に
分
け
入
る
前
に
、
そ
の
前
史
と
し

て
、
「
日
本
」
の
画
家
が
西
洋
絵
画
と
の
対
峠
を
通
し
て
体
験
し
た
、
視

覚
の
変
容
と
身
体
の
執
み
に
つ
い
て
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な

ぜ
な
ら
画
家
の
言
葉
は
必
ず
し
も
理
論
化
さ
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、

し
か
し
そ
の
先
取
り
さ
れ
た
体
験
は
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
を
生
き
た

美
学
者
た
ち
の
精
神
史
を
も
貫
き
、
そ
の
思
考
形
成
の
基
盤
と
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
体
験
が
美
学
者
の
問
題
設
定
を
枠

取
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
西
洋
絵
画
の
技
法
を
積
極
的
に
研
究
・

導
入
し
な
が
ら
、
自
ら
の
絵
画
を
作
成
し
て
い
っ
た
部
駅
酌
ぃ
一
ち
(
一
八

三
八
1

一
八
九
四
)
で
あ
る
。
『
高
橋
由
一
履
歴
』
(
柳
源
吉
に
よ
る
筆
記
)

に
は
、
西
洋
絵
画
と
の
出
会
い
が
回
想
さ
れ
、
こ
の
出
会
い
の
驚
樗
、

歓
喜
、
混
乱
、
焦
燥
が
瑞
々
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
狩
野

派
の
門
弟
と
な
る
も
貫
徹
せ
ず
、
独
学
で
絵
の
道
を
進
み
出
し
た
頃
に
、

高
橋
は
西
洋
画
に
出
会
っ
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
嘉
永
年

問
、
或
ル
友
人
ヨ
リ
洋
製
石
版
画
ヲ
借
観
セ
シ
一
一
、
悉
皆
真
ニ
顧
リ
タ

ル
ガ
上
ニ
一
ノ
趣
味
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
、
忽
チ
習
学
ノ
念
ヲ
起
シ
タ

レ
ド
モ
、
其
伝
習
ノ
道
ヲ
得
ル
コ
ト
難
キ
ヨ
リ
、
日
夜
苦
心
焦
慮
シ
ケ

ル
」
と
言
っ
て
い
る
。
高
橋
が
眼
に
し
た
「
洋
製
石
版
画
」
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
し
、
分
か
ら
な
く
て
も
よ
い
。

重
要
な
の
は
、
作
品
の
よ
し
/
慈
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
洋
製
石
版
画
」

が
当
然
の
よ
う
に
西
洋
画
の
技
法
と
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
を
内
有
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
が
高
橋
の
眼
を
撃
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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さ
ら
に
独
学
を
進
め
る
高
橋
は
、
西
洋
画
の
師
を
求
め
、
自
作
の
作
品

を
携
え
て
「
英
国
画
伯
ワ
グ
マ
ン
」
の
館
を
訪
ね
る
が
、
そ
こ
で
眼
に

し
た
光
景
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
即
入
リ
テ
隣
室

ニ
入
レ
パ
、
席
上
ニ
数
多
ノ
油
画
ヲ
掲
ゲ
タ
リ
。
初
対
面
ノ
礼
終
リ
テ

携
帯
画
ヲ
見
セ
門
ニ
入
ラ
ン
コ
ト
ヲ
問
ヒ
タ
ル
モ
更
ニ
貫
徹
セ
ズ
、
只

て
ぎ
わ
ば
カ

四
壁
ノ
掲
画
ノ
非
凡
ナ
ル
手
際
ニ
胆
ヲ
消
シ
、
帰
ル
道
モ
忘
ル
計
リ
感

伏
シ
タ
円
」
。
こ
こ
に
「
胆
ヲ
消
シ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
比
喰
的
に
で

は
な
く
、
字
義
通
り
に
受
け
取
る
必
要
が
あ
る
。
高
橋
は
、
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ワ
l

グ
マ
ン
家
の
「
四
壁
」
に
掲
げ
ら
れ
た
「
油
画
」
に
包
囲
さ

れ
、
ま
さ
し
く
身
体
全
体
の
感
覚
を
も
っ
て
こ
れ
を
受
け
止
め
た
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
、
大
袈
裟
に
で
は
な
く
、
「
胆
」
を
消
す
ほ
ど
ま
で
に
、

そ
し
て
帰
路
の
方
向
感
覚
を
失
う
ま
で
に
「
感
伏
」
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
と
き
高
橋
の
眼
は
「
胆
」
に
直
結
し
て
い
る
。
こ
の
眼
は
、

他
の
感
覚
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単
独
の
感
覚
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、

身
体
の
全
感
覚
と
強
く
結
ぼ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
洋
画
の
技
法
と

パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
と
の
対
峠
に
と
も
な
う
衝
撃
に
よ
っ
て
、
文
化

社
会
的
に
構
築
さ
れ
て
き
た
身
体
感
覚
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
ダ
メ
ー
ジ
を

受
け
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
は
、
建
築

や
絵
画
の
画
面
を
構
成
す
る
た
め
の
方
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
単
な
る
作
図
法
を
越
え
出
て
、
現
実
世
界
の
見
え
方
に
影
響
を

与
え
、
こ
れ
を
変
え
、
ま
た
、
パ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
い
う
「
世
界
感
情
」 を

新
し
く
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
無
限
連
続
す
る
直
線
の
交
差
か
ら

な
る
等
質
で
均
質
な
数
学
的
な
空
間
構
成
は
、
画
面
の
背
後
に
広
が
る

現
実
世
界
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
せ
、
ま
た
、
こ
の
世
界

認
識
に
あ
わ
せ
て
物
体
を
統
一
的
に
配
置
す
る
こ
と
を
眼
に
要
求
す
る
。

メ
ル
ロ
u
ポ
ン
テ
ィ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
的
空
間
は
、
こ

の
パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
の
上
に
存
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
人
は
、

こ
れ
を
自
然
な
こ
と
と
し
て
受
肉
し
て
い
る
。
し
か
し
、
高
橋
由
一
の

よ
う
な
画
家
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
そ
う
で
は
な
い
。
『
履
歴
』
に
あ
る
高

橋
の
身
体
的
な
ダ
メ
ー
ジ
の
表
明
は
、
そ
の
空
聞
が
ど
こ
ま
で
も
異
質

で
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
高
橋

由
一
の
体
験
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
知
覚
の
変
容
を
強

い
ら
れ
た
一
つ
の
起
源
を
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
起
源

は
起
源
の
ま
ま
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ダ
メ
ー
ジ
に
よ
る
喪
失
感

(
「
肝
」
を
消
す
)
は
、
必
ず
や
補
填
さ
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
起
源
か
ら

遠
く
離
れ
て
ゆ
く
。
高
橋
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
パl
ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
を

魅
力
と
し
て
捉
え
返
し
、
そ
の
作
図
法
と
そ
れ
が
構
成
す
る
世
界
感
情

を
と
に
か
く
受
肉
化
す
る
こ
と
で
、
ダ
メ
ー
ジ
を
補
填
す
べ
く
試
み
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
画
家
・
高
橋
由
一
は
画
業
に
よ
っ
て
こ

れ
を
実
践
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
大
西
祝
は
、
「
批
評
家
」
と
し

て
、
こ
の
間
題
に
向
か
っ
て
ゆ
く
。

こ
こ
で
本
論
文
の
主
題
を
絞
り
込
ん
で
お
く
。
そ
れ
は
、
西
洋
化
・

近
代
化
が
進
展
し
て
い
く
「
日
本
」
の
中
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法 2003 
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と
の
出
会
い
が
も
た
ら
す
身
体
|
空
間
関
係
の
揺
ら
ぎ
は
、
ど
の
よ
う

に
捉
え
返
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し

て
、
そ
も
そ
も
身
体
の
全
感
覚
的
な
ま
と
ま
り
の
中
か
ら
、
限

H
視
覚

が
い
か
に
し
て
他
の
感
覚
に
比
し
て
突
出
し
た
位
置
を
得
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
補
足
を
し
て
お

き
た
い
。
眼

H

視
覚
は
初
め
か
ら
優
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
西
洋
絵
画
の
パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
「
見
る
」
こ
と
へ
の
自
覚
化
が
促
さ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
身

体
感
覚
へ
の
、
ダ
メ
ー
ジ
を
補
填
す
る
営
み
の
中
で
、
眼
は
お
の
ず
と
優

位
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
以
上
の
主
題
軸
に
沿
い
な
が

ら
、
明
治
二
十
年
代
の
大
西
祝
の
テ
ク
ス
ト
に
以
下
で
分
け
入
っ
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

大
西
祝
の
思
想
的
基
底

• 
大
西
祝
は
、
三
十
六
歳
の
若
さ
で
逝
去
し
た
。
体
系
的
な
思
想
を
完

成
さ
せ
る
時
間
を
も
た
ず
、
残
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
断
片
的
な
も
の
も

多
い
。
よ
っ
て
、
大
西
の
テ
ク
ス
ト
の
奥
へ
と
分
け
入
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
断
片
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
結
び
付
け
、
整
合
的
に
掴
み
返
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

明
治
二
十
一
年
四
月
、
大
西
は
「
美
術
と
宗
教
」
を
発
表
す
る
。
こ

の
初
期
の
論
文
で
大
西
は
、
歴
史
的
に
道
徳
と
美
術
と
の
関
係
が
不
釣
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合
い
・
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
理
想

的
な
関
係
世
界
を
描
い
て
い
る
。
「
善
を
離
れ
て
は
美
は
な
し
、
美
を
離

れ
て
は
善
な
し
、
又
善
と
美
と
を
離
れ
て
は
真
理
な
く
、
真
理
を
離
れ

て
は
善
と
美
と
あ
る
な
し
、
是
れ
プ
ラ
ト
i

ン
以
来
哲
学
者
の
好
で
論

述
称
嘆
す
る
所
な
り
、
夫
れ
哲
学
者
と
詩
人
と
配
車
新
と
は
宇
宙
を
家

と
す
る
三
人
の
兄
弟
な
り
、
彼
等
が
見
る
所
各
々
其
趣
を
異
に
す
と
雛

も
、
畢
寛
ず
る
所
皆
同
一
な
る
宇
宙
の
秘
密
を
穿
つ
に
あ
り
、
善
と
美

と
真
理
と
は
理
想
世
界
の
三
位
一
体
と
謂
ふ
べ
き
な
肘
」
。
「
善
と
美
と

真
」
に
よ
る
ご
二
位
一
体
」
が
、
こ
こ
に
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
素
朴
な
提
言
の
中
で
、
し
か
し
本
当
は
何
が
語
ら
れ
て
い
る

の
か
。
大
西
の
主
眼
は
、
「
善
と
美
と
真
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
性
へ
の

要
求
に
あ
る
。
海
然
と
し
た
現
実
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
切
り
分
け

ら
れ
、
独
自
の
領
域
を
形
成
し
、
か
っ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
完
成
を
目
指
す

こ
と
が
、
こ
こ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
反
面
で
は
そ
れ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
が
己
の
境
界
の
外
へ
と
跨
ぎ
越
す
こ
と
の
不
可
能
性

を
も
指
し
示
し
て
い
る
。
白
律
と
は
、
背
反
の
意
味
で
も
あ
り
、
こ
の

両
価
性
を
生
き
る
こ
と
が
、
大
西
の
基
底
的
な
倫
理
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
「
三
位
一
体
」
説
が
素
朴
な
理
想
論
で
は
済

ま
な
い
こ
と
は
、
明
治
二
十
一
年
五
月
の
「
批
評
論
」
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
内
容
と
突
き
合
せ
て
み
れ
ば
、
は
っ
き
り
と
す
る
。
「
夫
れ
文
学
及

美
術
上
の
創
作
は
主
と
し
て
結
構
的
作
用
に
属
す
、
理
解
的
慧
眼
を
以
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て
其
結
構
の
妙
所
を
穿
つ
は
是
れ
批
評
家
の
本
領
と
す
る
所
な
り
、
批

評
家
と
創
作
家
と
は
頗
る
其
才
能
の
趣
を
異
に
す
る
を
以
て
、
一
人
に

し
て
此
両
者
の
極
所
に
達
す
る
は
殆
ど
望
む
可
ら
ざ
る
の
難
事
な
り
、

:
:
:
詩
人
は
能
く
美
妙
を
直
覚
す
、
之
を
理
解
す
る
者
は
批
評
家
な
り
」
。

こ
こ
に
「
詩
人
H
創
作
家
」
と
「
批
評
家
」
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
「
美
」
と
「
真
」
と
の
関
係
に
置
き
換
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
や
は
り
「
詩
人
日
創
作
家
」
と
「
批
評
家
」
と
は
、

互
い
に
自
律
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
両
者
の
境
界
を
跨

ぎ
越
し
て
い
く
こ
と
は
断
念
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
そ
も
そ
も
「
才
能
」

が
異
な
る
と
大
西
は
一
吉
守
門
ノ
。
こ
れ
は
、
し
か
し
「
詩
人
川
創
作
家
」
に

対
す
る
「
批
評
家
」
の
知
的
な
特
権
性
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
「
詩
人
H
創
作
家
」
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
「
批
評
家
」
の

「
難
事
」
、
不
可
能
性
を
見
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
「
才
能
」
と
は
、
他
で

あ
る
こ
と
の
欠
如
の
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、

理
想
的
な
「
三
位
一
体
」
を
語
り
な
が
ら
も
、
大
西
の
眼
中
に
あ
る
の

は
、
万
能
感
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
現
実
を
生
き
る
人
間
の
実
相
で
あ
る
。

理
想
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
現
実
へ
と
反
転
す
る
。
「
批
評
家
」
大
西

の
活
動
は
、
現
実
を
生
き
る
人
間
へ
と
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
い
く
。

こ
の
地
平
に
立
っ
て
美
術
哲
学
・
批
評
を
展
開
し
て
い
く
大
西
は
、

明
治
二
十
一
年
十
二
月
と
翌
年
の
七
月
に
、
相
E
に
関
連
し
合
う
二
つ

の
論
文
を
発
表
す
る
。
「
日
本
人
は
美
術
心
に
富
め
る
乎
」
と
「
我
国
美

術
の
問
題
」
で
あ
る
。
当
時
、
国
粋
主
義
的
な
思
潮
が
社
会
的
に
禰
漫

し
て
い
た
が
、
こ
の
風
潮
は
「
美
術
」
を
も
覆
い
尽
し
、
「
美
術
」
と

「
我
国
」
と
を
緊
密
に
結
び
付
け
、
そ
こ
に
「
日
本
人
」
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
砦
を
見
出
す
こ
と
が
流
行
っ
た
。
大
西
の
言
葉
を
引

け
ば
、
「
我
美
術
心
即
我
国
粋
也
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
西

が
見
抜
い
て
い
る
の
は
、
西
洋
の
模
倣
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
世
界

史
的
な
レ
ベ
ル
で
日
本
が
そ
の
独
自
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
自
愛
的
に

肯
定
す
る
た
め
に
、
「
日
本
」
の
「
美
術
」
が
何
の
批
判
的
な
検
討
も
な

し
に
利
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
学
者
や
蒐
集
家
や

貿
易
商
な
ど
の
「
西
洋
人
」
に
よ
っ
て
発
見
・
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
日
本
」
の
「
美
術
」
が
価
値
づ
け
直
さ
れ
、
国
家
的
な
保
存
対
象
に
な

る
。
ま
た
、
文
明
の
遅
れ
を
一
挙
に
逆
転
す
る
切
り
札
と
し
て
、
「
美

術
」
が
「
日
本
人
」
の
自
尊
心
の
発
揚
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
一
旦
、

こ
う
し
た
思
潮
が
作
ら
れ
る
と
、
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
実
相
が

も
は
や
問
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
信
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

大
西
は
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
前
に
、
「
美
術
は
我
国
の
長
所
に
し
て

我
国
の
名
け
て
美
術
固
と
云
ふ
も
決
し
て
過
称
に
あ
ら
ず
と
は
現
今
多

く
の
人
々
の
好
ん
で
唱
道
す
る
所
な
る
が
是
れ
果
し
て
事
の
実
相
に
か

な
へ
る
も
の
な
る
軒
」
と
問
い
、
国
粋
主
義
批
判
を
通
し
て
、
「
美
術
」

そ
の
も
の
の
問
題
に
向
か
い
合
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
の

判
断
基
準
と
す
る
の
が
、
美
を
構
成
す
る
三
つ
の
要
素
、
物
質
と
法
則

と
思
想
の
調
和
で
あ
る
。
「
美
な
る
者
は
三
つ
の
要
素
よ
り
成
立
て
居
る

こ
と
は
明
で
あ
る
、
そ
し
て
此
三
つ
の
要
素
は
各
々
其
宜
し
き
地
位
を zω3 
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保
っ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
相
互
に
よ
く
調
和
し
て
居
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
、
此
三
つ
の
要
素
と
は
物
質
(
ス
ト
フ
或
は
マ
ト
ル
)
と
法
則
(
ロ

l
)

と
思
想
(
ア
イ
デ
ア
或
は
フ
ォ
ー
ム
)
で
あ
る
、
:
:
:
此
三
つ
の
中
で
は

思
想
が
頭
と
な
っ
て
、
他
の
三
つ
を
役
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
:
:
:
一
二
個
の

要
素
が
皆
相
互
に
調
和
し
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
総
じ
て
云
へ
ば
、

思
想
が
主
役
で
あ
る
か
ら
思
想
の
多
き
程
、
明
な
る
程
、
高
尚
な
る
程

美
術
の
種
類
も
亦
高
尚
に
な
る
の
で
あ
石
」
。
こ
こ
で
大
西
は
、
三
つ
の

要
素
の
調
和
を
強
調
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
「
思
想
」
こ
そ
が
「
美
術
」

の
優
劣
・
位
階
を
判
定
す
る
基
準
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
思
想
」

と
い
う
基
準
に
照
ら
し
て
、
「
美
術
」
は
「
建
築
/
彫
刻
/
絵
画
/
音
楽

/
詩
歌
」
と
い
う
よ
う
に
種
類
分
け
さ
れ
、
か
っ
、
序
列
化
さ
れ
封
。

こ
こ
で
、
も
っ
と
も
「
思
想
」
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
劣
位
に
お
か

れ
る
の
が
建
築
で
あ
る
。
逆
に
、
顕
著
に
「
思
想
」
が
主
役
と
な
っ
て

い
る
た
め
に
も
っ
と
も
優
位
に
お
か
れ
る
の
が
詩
歌
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
我
美
術
心
即
我
国
粋
也
」
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な

「
思
想
」
を
基
準
と
し
た
位
階
性
を
根
拠
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
西
に
よ
れ
ば
、
「
我
美
術
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
器
物
の
美
術
で

あ
っ
て
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
絵
画
も
し
く
は
彫
刻
以
下
の
も
の
で
し

か
な
い
(
「
重
箱
や
、
茶
碗
や
、
団
扇
に
ど
れ
程
の
思
想
と
感
情
と
を
込
め
る

こ
と
が
出
来
る
か
」
)
。
「
思
想
」
を
込
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
我
美
術
」

は
未
だ
子
供
じ
み
た
段
階
に
留
ま
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
美

術
」
を
冠
す
る
国
粋
な
ど
、
所
詮
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
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こ
の
よ
ろ
ノ

に
主
張
す
る
こ
と
で
、
大
西
は
「
我
美
術
」
と
「
我
国
粋
」
と
を
結
び

付
け
る
一
言
説
の
空
虚
さ
を
指
摘
す
る
。
「
日
本
」
の
「
美
術
」
の
見
極
め

を
怠
っ
て
浮
き
立
つ
「
日
本
人
」
の
万
能
感
は
、
厳
し
く
否
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

そ
の
上
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
音
楽
と
い
う
聴
覚
芸
術
が
、

絵
画
と
い
う
視
覚
芸
術
よ
り
も
、
優
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
「
思
想
」
を
美
的
判
断
の
基
準
と
す
る
限
り
、

身
体
感
覚
の
地
図
に
お
い
て
、
視
覚
は
特
権
的
な
位
置
に
お
か
れ
て
は

い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
「
思
想
」
が
美
的
判
断
基
準
に
な
る

と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
身
体
感
覚
へ
の
白
、
覚
的
な
捉
え
返
し
は
、
い

ま
だ
修
い
も
の
で
し
か
な
い
。
身
体
と
い
う
物
的
性
質
へ
の
意
識
が
希

薄
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
思
想
」
を
基
準
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
と

も
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
「
思
想
」
と
は
言
う
が
、
そ
れ
が
一
体
何
で
あ

る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
大
西
は
、
特
に
何
も

語
つ
て
は
い
な
い
。
「
思
想
」
に
は
具
体
的
な
中
身
が
欠
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
難
点
を
抱
え
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
大
西
自
身
に

よ
っ
て
後
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
く
べ
き
対
象
と
な
る
。
い
ま
だ
修
い

身
体
の
物
的
性
質
へ
の
気
づ
き
、
そ
し
て
そ
の
惨
さ
が
可
能
と
す
る
漠

た
る
「
思
想
」
へ
の
依
拠
は
、
身
体
感
覚
の
現
実
的
な
あ
り
様
を
見
つ

め
る
こ
と
へ
と
転
回
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
明
治
二
十
年

代
後
半
の
論
考
群
、
「
観
美
心
と
肉
感
」
(
明
治
二
十
八
年
五
月
)
、
「
審
美

的
感
官
を
論
ず
」
(
同
年
六
月
)
、
「
近
世
美
学
思
想
一
斑
」
(
明
治
一
二
十
年
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そ
し
て
未
完
に
終
わ
っ
た
「
審
美
新
説
一
斑
」
(
明
治
三
一
十
二
年

二
月
)
に
お
い
て
探
究
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
針
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

を
精
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
西
の
思
考
の
中
で
、
感
覚
を
め
ぐ
る
身

体
地
図
が
ど
の
よ
う
に
新
し
く
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
の
か
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

大
西
が
精
察
を
加
え
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
や
不
可
能
性
を
抱
え

な
が
ら
生
き
る
現
実
の
人
間
の
、
「
感
官
」
や
「
慾
情
」
の
あ
り
方
で
あ

る
。

「
凡
て
の
官
感
上
の
快
楽
又
そ
の
慾
念
の
働
が
或
は
其
後
景
を
為
し

或
は
其
の
一
一
要
素
を
為
す
こ
と
な
く
ば
美
的
快
感
の
起
る
べ
き
所
以

を
解
せ
ざ
る
な
り
理
想
な
る
も
の
を
以
て
美
の
内
容
と
な
す
論
者
と

雄
も
如
何
に
し
て
美
象
が
吾
人
に
快
感
を
与
ふ
る
か
を
心
理
的
に
説

明
せ
ん
と
す
る
に
当
つ
て
は
多
少
官
感
又
慾
情
に
関
す
る
も
の
を
引

き
来
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
:
:
:
高
尚
な
る
審
美
限
を
以
て
美
人
の
画

を
観
る
と
云
ふ
も
其
美
を
歓
ぶ
の
心
理
に
は
多
少
肉
感
肉
情
の
お
ぼ

ほ
う
ゆ

ろ
げ
な
が
ら
生
起
す
る
者
な
し
と
云
ふ
可
ら
ず
其
膚
の
豊
映
潤
沢
な

る
は
何
故
に
美
な
る
か
秘
蔵
な
く
云
は
ゾ
之
に
触
る
与
の
快
感
の
想

念
せ
ら
る
』
こ
と
が
少
な
く
と
も
其
時
の
心
状
の
一
要
素
た
る
に
相

違
な
し
」
。

「
思
想
」
か
ら
降
り
た
大
西
は
、
単
純
な
る
理
想
世
界
に
は
生
き
得
な

い
人
間
の
姿
を
、
そ
の
身
体
の
感
覚
の
あ
り
様
を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
よ

う
と
す
る
。
人
聞
は
、
身
体
と
い
う
「
肉
」
と
と
も
に
あ
り
、
ま
た

「
肉
」
の
内
側
で
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
身
体
は
多
種
多
様
な
る

「
官
感
」
や
「
慾
情
」
が
渦
巻
く
磁
場
と
し
て
あ
り
、
「
官
感
」
や
「
慾

情
」
は
身
体
の
外
側
の
世
界
に
よ
り
喚
起
さ
れ
、
ま
た
外
側
の
世
界
へ

2003 

二
月
)
、
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『
観
美
心
と
肉
感
』
|
|
肉
の
目
覚
めち

ょ
う
し
よ
う

「
観
美
心
と
肉
感
」
は
、
黒
田
清
輝
の
作
品
「
朝
枚
」
が
引
き
起
こ

し
た
明
治
二
十
八
年
の
裸
体
画
論
争
に
対
し
て
の
論
評
と
い
う
か
た
ち

で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
裸
体
画
を
具
体
的
な
対
象
と
し
て
取
り

上
げ
る
こ
と
で
、
大
西
の
美
学
哲
学
は
明
治
三
十
年
代
前
期
の
そ
れ
か

ら
大
き
く
跳
躍
す
る
。
ま
ず
、
裸
体
画
に
対
す
る
大
西
の
判
断
は
明
快

で
あ
る
。
生
物
界
に
存
在
す
る
も
の
は
お
よ
そ
「
高
等
な
る
美
」
を
現

わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
女
性
の
裸
体
も
ま
た
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
な

ら
ば
、
こ
れ
を
描
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
美
術
」
で
は
な
い
と
排
斥
す

る
理
由
な
ど
な
い
と
し
て
、
裸
体
画
を
肯
定
す
る
。
だ
が
、
大
西
は
表

面
的
な
肯
定
論
で
は
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
裸
体
画
を
「
問
題
」
化
す
る

以
前
の
深
層
へ
と
踏
み
込
む
。
裸
体
画
か
ら
論
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、

大
西
が
見
定
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
高
等
な
る
美
」
を
前
に
し
て
の
、

鑑
賞
者
の
感
覚
の
あ
り
様
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
高
等
な
る
美
」
を
感

覚
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
高
等
な
る
心
性
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
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と
越
え
出
て
ゆ
く
。
た
と
え
「
高
尚
な
る
審
美
眼
」
を
も
っ
て
い
よ
う

と
も
、
そ
の
内
側
で
は
、
対
象
に
触
り
た
い
と
い
う
「
肉
感
肉
情
」
が

つ
ね
に
生
起
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
身
体
の
内
部
と
外

部
を
行
き
来
す
る
欲
望
の
終
り
な
き
運
動
こ
そ
が
、
大
西
が
見
定
め
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
大
西
の
思
考
の
中
心
軸
が
「
思
想
」
か
ら
「
肉
」

へ
と
転
回
す
る
と
き
、
か
つ
て
自
律
と
背
反
へ
と
限
定
づ
け
ら
れ
た
人

間
存
在
は
、
そ
の
限
定
づ
け
の
根
底
、
身
体
感
覚
の
レ
ベ
ル
で
、
そ
の

外
部
と
の
交
流
・
交
感
へ
と
聞
か
れ
て
い
く
。
「
慾
情
」
は
、
止
む
こ
と

の
な
い
「
肉
」
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の

あ
り
方
は
、
も
は
や
単
に
女
性
の
裸
体
画
に
だ
け
反
応
す
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
裸
体
で
あ
ろ
う
と
、
衣
服
を
つ
け
た
「
美
人
」
で
あ
ろ

う
と
、
あ
る
い
は
「
柿
の
実
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
に
美
感
を
覚

え
る
人
間
の
身
体
内
部
で
、
「
肉
」
の
欲
望
が
、
外
部
に
あ
る
対
象
を
目

指
し
て
溢
れ
出
し
て
い
く
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
る
。
対
象
の
違
い
に
よ
っ

て
感
覚
の
強
度
に
相
対
的
な
違
い
が
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
。
異
性
に
向

け
ら
れ
る
性
的
な
欲
望
も
ま
た
、
そ
う
し
た
反
応
の
ひ
と
つ
の
現
わ
れ

で
あ
る
。

• 
「
予
輩
の
見
る
所
に
て
は
吾
人
の
心
的
生
活
に
於
い
て
イ
ン
ト
レ
ス

チ
ン
グ

(
E
R
m
m
E同
)
な
る
も
の
の
全
体
、
是
れ
即
ち
美
の
内
容
と

な
る
も
の
な
り
究
寛
す
れ
ば
吾
人
の

S
E
E
色
F
B
。
s
z
q
是
れ
即

ち
美
の
内
容
な
り
市
し
て
肉
欲
肉
情
な
る
も
の
(
一
切
肉
に
属
す
る
こ

55 

と
)
も
之
を
意
識
す
る
方
面
よ
り
見
れ
ば
亦
吾
人
の
心
霊
生
活
の
一

部
分
を
な
す
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
男
女
聞
の
欲
情
の
如
き
は
そ
の
生

活
中
の
頗
る
イ
ン
ト
レ
ス
チ
ン
グ
な
る
も
の
の
一
な
り
」
。

こ
こ
に
、
「
美
の
内
容
」
と
は
、
心
的
生
活
に
お
け
る
「
イ
ン
ト
レ
ス

チ
ン
グ
な
る
も
の
の
全
体
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

(
た
と
え
ば
岡
倉
天
心
に
指
導
さ
れ
た
画
家
た
ち
の
作
品
の
よ
う
な
)
菩
薩
や

観
音
の
よ
う
に
現
実
の
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
理
想
的
な
世
界
像
を

描
き
出
す
こ
と
だ
け
が
「
美
の
内
容
」
な
の
で
は
な
く
、
「
肉
飲
肉
情
」

に
充
た
さ
れ
た
現
世
的
な

5
5
5

印
苦
肉
な
も
の
す
べ
て
が
「
美
の
内
容
」

と
な
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
肉
」
を
も
っ
て
「
肉
」
に
依

拠
し
て
生
き
る
人
聞
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
欲
望
を
溢
れ
さ
せ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
肉
欲
肉
情
」
は
、
身
体
に
認
め
た
大
西
の
前
提

で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
イ
ン
ト
レ

ス
チ
ン
グ
な
る
も
の
の
全
体
」
は
「
美
の
内
容
」
で
は
あ
っ
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
美
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
美
の
内
容
」
と
は
潜
在
的
な
可

能
性
で
あ
り
、
こ
れ
が
美
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
る
変
容
が
必
要
と
さ

れ
る
。「

然
ら
ば
美
人
の
裸
体
画
を
見
て
肉
慾
を
燃
す
も
の
も
尚
ほ
能
く
観

美
的
境
界
に
あ
り
と
云
ふ
べ
き
か
量
に
夫
れ
然
ら
ん
や
幾
多
の
慾
念

を
想
起
す
る
は
竃
も
妨
げ
ず
但
し
観
美
の
境
に
あ
ら
ん
に
は
之
を
し
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し
ば
ら

て
遊
離
し
た
る
も
の
と
な
す
を
要
す
・
・
・
・
・
・
遊
離
せ
し
む
る
と
は
姑
く

日
常
の
実
世
界
実
生
活
と
の
関
係
を
断
つ
を
云
ふ
実
世
界
と
の
関
係

を
絶
っ
て
唯
だ
心
面
に
遊
離
し
て
懸
れ
る
の
影
象
と
な
す
所
に
観
美

的
作
用
の
要
は
存
す
る
な
り
姑
ら
く
実
生
活
と
の
関
係
を
断
ち
た
る

も
の
な
れ
ど
も
之
を
非
実
と
見
る
に
あ
ら
ず
寧
ろ
実
と
非
実
と
の
対

時
を
脱
せ
し
む
る
な
り
(
吾
人
の
実
世
界
実
生
活
は
其
如
き
対
峠
を
以
て

充
て
り
)
心
面
に
遊
離
し
て
懸
れ
る
の
影
象
な
れ
ど
も
之
を
客
観
と

区
別
し
て
唯
だ
主
観
の
所
造
と
の
み
見
る
に
あ
ら
ず
寧
ろ
主
観
と
客

観
と
の
対
峠
を
脱
せ
し
む
る
な
り
そ
の
如
く
遊
離
せ
し
め
ら
れ
た
る

も
の
は
素
と
実
世
界
実
生
活
に
於
い
て
経
験
し
た
る
も
の
な
れ
ど
も

姑
ら
く
之
を
断
ち
離
し
て
別
に
完
了
せ
る
一
個
体
若
し
は
一
世
界
と

し
て
浮
ぶ
る
に
観
美
的
心
構
の
秘
訣
は
存
す
る
な
り
」
。

る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
項
対
立
を
生
む
切
断
に
は
、
切
断
そ
の
も
の
に

伴
う
暴
力
の
痛
み
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
二
項
は
非
対
称
的
な
関
係
に
、

力
の
不
均
衡
状
態
に
お
か
れ
、
た
と
え
ば
女
性
の
裸
体
に
男
性
が
「
肉

欲
肉
情
」
を
覚
え
る
と
き
、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
、
見
る
/
見
ら
れ
る

と
い
う
「
主
観
と
客
観
と
の
対
時
」
の
構
造
は
、
暴
力
を
内
包
し
た
ま

ま
維
持
さ
れ
、
補
強
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
い
か
に
見

る
/
見
ら
れ
る
が
相
互
的
な
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、E
Z
B
白
包
括
が

何
ら
か
の
対
象
H

客
体
に
対
し
て
の
欲
望
で
あ
る
以
上
、
「
主
観
と
客
観

と
の
対
時
」
と
い
う
構
造
自
体
は
変
わ
ら
な
い
。
な
ら
ば
、
二
項
対
立

の
暴
力
を
織
り
込
ま
れ
た
身
体
の
宮
席
目
白
包
括
の
作
用
を
認
め
る
だ
け

で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
日
常
の

利
害
損
得
関
係
に
充
ち
た
対
時
構
造
の
維
持
で
は
な
く
、
こ
の
二
項
対

立
の
構
造
を
脱
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
解
体
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
大
西
は
こ
れ
を
虫
色
ロ
5
5
2

旦

F
5
5
a

と
名
付
け
て
い

る
。
利
害
な
き
関
心
。
あ
る
い
は
、
肉
欲
を
欠
い
た
交
感
。
こ
の
と
き

大
西
の
美
学
H

感
覚
の
理
論
は
、
暴
力
批
判
論
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と

に
な
る
。
彼
の
き
守
つ
ノ
「
観
美
の
境
」
と
は
、
暴
力
的
な
対
峠
の
関
係
が

宥
和
さ
れ
た
境
域
を
指
す
の
で
あ
る
。
「
遊
離
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の

暴
力
の
宥
和
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
美
術
H

国
粋
主
義

に
対
す
る
大
西
の
批
判
も
、
い
っ
そ
う
確
か
な
基
盤
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
「
思
想
」
を
根
拠
に
す
る
美
術H
国
粋
主
義
批
判
は
心
許
な
く
も

あ
っ
た
が
、
今
や
美
術
日
国
粋
を
振
り
か
ざ
し
て
自
己
の
利
得
の
保
守

2似J3

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

「
肉
欲
肉
情
」
に
充
た
さ
れ
た
S
Z
B

曲
包
括
の
作
用
が
絶
え
ず
生
起

し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
観
美
の
境
」
に
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
「
慾
念
」
の
運
動
を
認
め
な
が
ら

も
、
し
か
し
こ
れ
が
「
遊
離
」
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
大
西
は
言
う
。

で
は
、
こ
の
「
遊
離
」
と
は
何
か
。
「
日
常
の
実
世
界
実
生
活
と
の
関
係

を
断
つ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
実

と
非
実
と
の
対
時
」
そ
し
て
「
主
観
と
客
観
と
の
対
峠
」
を
脱
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
項
が
「
対
峠
」
し
合
う
た
め
に
は
、
当

然
な
が
ら
そ
の
前
提
に
お
い
て
、
二
項
が
切
断
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
な

社会思想史研究 No.27



に
篭
る
美
学
思
想
に
対
し
て
、
個
人
の
身
体
に
織
り
込
ま
れ
た
暴
力
を

解
体
さ
せ
る
暴
力
批
判
の
審
美
学
M

感
覚
の
理
論
を
展
開
す
る
可
能
性

が
聞
か
れ
て
ゆ
く
。
か
く
し
て
、
美
術
日
国
粋
主
義
に
対
抗
す
る
よ
う

に
析
出
さ
れ
た
大
西
の
審
美
学
け
感
覚
の
理
論
は
、
さ
ら
に
感
覚
の
あ

り
様
を
精
査
す
る
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
。
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四

『
審
美
的
感
官
を
論
ず
』
|
|
視
覚
の
超
越
と
肉
の
宥
和

「
観
美
心
と
肉
感
」
で
は
、
宮
芯
円
。
印
片
町
ぬ
か
ら
色
町

E
8
5
2
E
E

同2
・

2
5
m

へ
の
遊
離
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
「
審
美
的
感
官
を
論
ず
」
で
は
、

こ
の
軸
を
継
承
し
な
が
ら
、
身
体
感
覚
に
お
け
る
新
し
い
地
図
を
作
成

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
大
西
は
、
百
円
相
円2
包
括
な
も
の
を
捉
え

る
感
官
の
う
ち
、
「
観
美
の
境
」
へ
と
遊
離
す
る
の
は
い
か
な
る
感
官
な

の
か
、
と
問
う
こ
と
か
ら
始
め
る
。
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「
五
日
人
の
感
官
中
美
象
を
成
す
に
就
い
て
著
明
な
る
差
別
の
存
す
る

が
如
し
、
即
ち
美
象
を
成
す
も
の
は
常
に
謂
ふ
高
等
感
官
(
視
官
、
聴

官
)
に
し
て
、
嘆
味
等
の
劣
等
感
官
は
美
的
快
感
を
喚
起
す
る
に
は

適
せ
ざ
る
に
似
た
り
。
美
形
と
云
ひ
美
音
と
云
ひ
皆
視
聴
の
範
囲
に

属
す
る
も
の
、
絵
画
彫
刻
音
楽
演
劇
凡
そ
美
術
と
名
け
ら
る
』
も
の

は
一
と
し
て
所
謂
高
等
感
官
に
訴
え
ざ
る
は
な
し
」
。

以
上
の
見
解
は
、
大
西
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
ハ
ル
ト
マ
ン
(
E
E
E

S

ロ
国
主
E

ロ
ロ
)
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
進
化
論
・
心
理
学
の
ア
ル
レ

ン

(
p
g亡
g
g
)
の
議
論
を
精
読
す
る
こ
と
か
ら
導
き
出
し
た
前
提
で

あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
と
ア
ル
レ
ン
と
で
は
、
思
想
的
な
系
譜
が
異
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
の
感
官
を
「
高
等
感
官
」
と
「
劣
等
感
官
」

と
に
分
離
し
、
前
者
に
美
的
優
位
性
を
認
定
す
る
点
で
は
一
致
す
る
。

ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
美
的
仮
像
」
論
に
依
拠
し
、
つ
ま
り
美
と
は
実
世

界
・
実
生
活
か
ら
遊
離
し
た
仮
象
H

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
論
じ
、
こ
の

さ
い
「
劣
等
感
官
」
は
あ
ま
り
に
も
実
世
界
・
実
生
活
に
強
く
結
ぼ
れ

て
い
る
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
一
方
の
ア
ル
レ

ン
は
、
社
会
進
化
論
の
立
場
か
ら
、
動
物
が
生
活
の
必
要
を
充
た
し
た

後
の
余
剰
の
力
が
観
美
的
な
態
度
を
生
む
と
論
じ
、
そ
う
で
あ
る
か
ら

生
活
の
必
要
に
結
ぼ
れ
て
い
る
「
劣
等
感
官
」
は
遊
離
し
な
い
と
結
論

づ
け
る
。
論
拠
は
異
な
っ
て
も
、
結
論
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
大
西
は
、
こ
の
結
論
を
疑
う
こ
と
か
ら
始
め
る
。
果
し
て
実

世
界
・
実
生
活
に
密
着
す
る
と
さ
れ
る
「
劣
等
感
官
」
は
遊
離
す
る
こ

と
は
な
い
の
か
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
大
西
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
嘆
感
(
花
の
薫
り
)
又
触
感
(
風
に
吹
か
る
〉
膚
の
涼
し
さ
及
び
扶
の
風
に

撫
へ
る
心
地
)
は
十
分
遊
離
し
て
美
象
の
内
に
入
る
と
恩
ふ
。
其
の
如
き

場
合
に
浮
ぶ
る
美
象
は
嘆
感
又
鰯
感
を
除
き
た
る
も
の
に
あ
ら
で
寧
ろ

之
を
容
れ
た
る
も
の
と
考
ふ
」
。
こ
こ
に
高
等
/
劣
等
と
い
う
感
官
の
階

層
性
は
一
E
、
解
体
さ
れ
る
o
E
m
B
B

認
に
つ
い
て
の
議
論
が
そ
う
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で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
西
に
と
っ
て
の
身
体
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
強
度
の

偏
差
を
も
ち
な
が
ら
も
互
い
に
連
環
す
る
感
官
の
集
合
体
で
あ
る
。
高

等
/
劣
等
と
い
う
区
分
け
の
下
層
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
官
が
止
む
こ

と
な
く
運
動
を
つ
づ
け
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
的
美
学
の

ギ
l

ヨ

l
Q
g
田
富
田
口
冊
。
a
E
)

の
議
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

補
強
さ
れ
る
。

に
縛
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ギ
l

ヨ
!
と
大
西
は
、
環
境
世

界
と
全
身
体
の
感
官
と
は
、
絶
え
ざ
る
相
互
的
な
関
係
へ
と
開
か
れ
て

い
る
と
論
じ
る
。
そ
こ
で
は
環
境
世
界
が
感
官
に

5
5
5
5
括
な
も
の

を
誘
発
し
、
感
官
は
ま
た
環
境
世
界
へ
と
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
。
「
嘆

味
触
感
又
運
動
感
又
時
に
は
林
機
感
」
、
あ
る
い
は
「
四
肢
五
駄
に
覚
す

る
一
切
の
感
覚
」
と
あ
る
よ
う
に
、
筋
肉
の
運
動
を
も
含
み
こ
ん
だ
全

身
体
的
な
感
官
が
自
覚
的
に
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
身
体
の

捉
え
返
し
に
お
い
て
、
す
で
に
遊
離
に
向
け
た
潜
在
的
な
可
能
性
が
見

ら
れ
る
。
大
西
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
感
官
が
「
観
美
の
境
」

へ
と
遊
離
さ
れ
、
宥
和
さ
れ
て
い
く
。
だ
が
、
全
感
官
の
運
動
は
、
ど

の
よ
う
な
過
程
を
経
て
遊
離
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
大
西
は
芭
蕉
の
句
を
引
き
合
い
に
出
し
て
語
る
。

「
我
が
現
に
知
覚
す
る
一
切
の
感
想
賃
雲
遊
離
し
た
る
美
象
に
投

ず
る
、
是
れ
我
れ
自
ら
が
画
中
の
人
物
と
な
れ
る
が
知
く
に
思
ふ
の

状
態
な
り
。
試
に
芭
蕉
の

馬
ほ
く
ノ
\
我
を
絵
に
見
る
夏
野
か
な

と
詠
じ
た
る
を
思
へ
。
是
れ
視
聴
に
入
る
夏
野
の
景
色
の
み
が
遊

離
し
た
る
象
と
な
り
て
恰
も
一
幅
の
画
を
懸
け
た
る
が
如
く
な
る
に

止
ま
ら
ず
、
馬
に
跨
り
て
ほ
く
ノ
\
歩
む
心
地
(
こ
れ
に
は
筋
肉
感
の

ゆ

み
な
ら
ず
身
駄
の
撮
る
〉
に
伴
ふ
林
機
感
も
あ
る
べ
し
)
が
遊
離
し
て
画

中
に
入
れ
る
の
状
態
に
あ
ら
ず
や
。
我
れ
自
ら
が
遊
離
し
た
る
象
と
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「
予
輩
は
氏
〔
ギ
l

ヨ
l

〕
と
共
に
嘆
味
触
感
又
運
動
感
又
時
に
は

林
機
感
さ
へ
も
美
象
の
部
分
と
な
る
こ
と
あ
る
を
疑
は
ず
。
氏
の
一
五

よ

へ
る
如
く
大
海
に
浮
び
大
山
に
肇
づ
る
時
の
壮
高
の
美
は
唯
だ
其
山

海
を
眺
め
又
之
を
想
念
す
る
の
み
な
ら
ず
実
際
吾
人
の
筋
肉
を
働
か

し
て
之
を
肇
ぢ
之
を
渡
る
こ
と
に
よ
り
て
比
一
も
害
は
る
』
所
あ
ら
ず
。

却
て
其
壮
高
の
美
を
感
ず
る
こ
と
の
之
に
よ
り
て
増
進
さ
る
』
こ
と

あ
り
。
是
れ
予
輩
の
見
る
所
に
て
は
一
葉
の
舟
を
波
上
に
浮
ぶ
る
心

地
(
筋
肉
感
及
其
他
)
が
視
聴
に
入
り
来
た
る
も
の
と
共
に
遊
離
し
て

美
象
の
一
団
体
を
な
せ
ば
な
り
。

予
輩
は
吾
人
の
四
肢
五
駄
に
覚
す
る
一
切
の
感
覚
を
挙
っ
て
之
を

美
象
の
中
に
投
ず
る
こ
と
の
敢
て
為
し
難
き
に
あ
ら
ず
と
考
ふ
」
。
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ハ
ル
ト
マ
ン
と
ア
ル
レ
ン
は
と
も
に
、
実
世
界
・
実
生
活
あ
る
い
は

環
境
世
界
と
密
着
す
る
が
ゆ
え
に
「
劣
等
感
官
」
は
遊
離
し
な
い
と
断

定
し
た
。
そ
こ
で
は
感
官
と
世
界
と
は
固
定
的
で
動
か
し
が
た
い
関
係



(
叩
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な
れ
る
に
あ
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ず
や
」
。

〈公募論文〉大西祝にみる身体の新しい地図作成一一清水瑞久

芭
蕉
の
句
中
の
「
我
を
絵
に
見
る
」
に
焦
点
を
お
き
、
「
我
れ
自
ら
が

画
中
の
人
物
と
な
れ
る
が
如
く
」
に
な
る
と
三
守
門
ノ
が
、
こ
こ
に
は
遊
離

に
向
け
て
の
二
重
の
過
程
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
環

境
世
界
か
ら
の
遊
離
で
あ
る
。
身
体
の
前
に
広
が
る
景
色
を
そ
れ
自
体

と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
「
絵
」
の
よ
う
に
見
る

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
身
体
か
ら
の
遊
離
で
あ
る
。
そ
の
「
絵
」

中
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
身
体
を
そ
こ
へ
と
投
影
す
る
の
で
あ

る
。

5
8
5
色
ロ
聞
の
初
動
的
な
「
肉
欲
肉
情
」
が
島
町
室
内
円25
E
E
R
'

g

包
括
へ
と
遊
離
す
る
と
き
に
は
、
「
一
幅
の
活
き
た
画
」
や
「
絵
」
の

媒
介
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
過
程
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
人
間
(
主
観
)
と
自
然
(
客
観
)
と
の
直
接
的
な
「
対

峠
」
の
関
係
に
「
画
」
や
「
絵
」
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
が
介
入
し
、
自

然
へ
の
身
体
の
感
受
性
を
規
定
し
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
と
き
遊
離
を
説
明
す
る
た
め
に
「
画
」
や
「
絵
」
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い

o
E
8
5
2
E

ぬ
か
ら
色
白
町
民05
凹
丹
市a

s
s
B
a
宮
ぬ
へ
の
変
換
に
お
い
て
、
た
だ
視
官
に
力
が
付
与
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
。

• 
「
差
し
劣
等
感
官
に
属
す
る
も
の
は
只
だ
独
孤
に
し
て
美
象
の
部
分

を
為
さ
ず
概
ね
視
聴
の
両
官
に
属
す
る
も
の
に
結
合
し
て
遊
離
す
、

59 

謂
は
ゾ
視
聴
の
助
を
借
り
て
遊
離
す
る
な
り
。
予
輩
は
暁
味
触
等
の

感
覚
に
美
的
性
質
を
拒
む
べ
か
ら
ず
と
主
張
す
れ
ど
、
香
は
香
、
味

は
味
独
孤
に
て
遊
離
し
て
美
象
を
為
す
と
云
は
ず
。
そ
の
遊
離
す
る

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
チ
ュ
イ
シ
ヨ
ン

や
概
ね
空
間
上
の
直
観
(
視
感
の
働
)
を
仮
る
。
即
ち
花
の
香
は
花

及
其
他
の
圏
内
の
物
景
に
結
ば
り
て
遊
離
す
、
風
に
吹
か
る
込
心
地

も
亦
然
り
。
味
感
は
斯
く
し
て
も
最
も
遊
離
し
難
き
者
の
一
な
る
べ

し
。
此
の
如
く
劣
等
感
は
そ
の
遊
離
し
得
る
時
に
も
視
聴
に
結
ぼ
れ

て
し
か
す
と
一
五
ふ
意
味
に
て
視
聴
の
二
宮
を
特
に
審
美
的
と
名
く
る

は
不
可
な
し
。

然
れ
ど
も
若
し
上
陳
の
意
味
に
て
審
美
的
感
官
な
る
語
を
用
ふ
れ

ば
、
予
輩
は
寧
ろ
視
官
を
の
み
特
に
審
美
的
感
官
(
S
2
2
p
a
-
2
2
回
開

富
岡
町
H
8
辛
口
n
m
)と
名
く
る
の
至
嘗
な
る
を
見
る
、
何
と
な
れ
ば
凡
そ

劣
等
感
覚
の
遊
離
す
る
に
は
聴
官
を
仮
る
よ
り
も
寧
ろ
視
官
を
仮
れ

ば
な
り
」
。

こ
こ
に
視
官
の
決
定
的
な
優
位
が
告
げ
ら
れ
る
。

身
体
は
、
相
互
に
連
環
し
呼
応
し
合
う
感
官
の
集
合
体
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
あ
る
一
つ
の
感
官
が
単
独
で
遊
離
す
る
こ
と
は
な
く
、
必
ず
や

他
の
感
官
と
連
動
し
つ
つ
遊
離
す
る
。
だ
が
、
こ
の
遊
離
に
さ
い
し
て
、

高
等
/
劣
等
の
階
層
が
組
み
立
て
直
さ
れ
、
高
等
感
官
(
視
聴
の
一
一
官
)

が
他
の
感
官
を
誘
導
す
る
。
さ
ら
に
、
大
西
は
高
等
感
官
の
分
化
を
試

み
、
ひ
と
り
視
官
を
超
越
化
さ
せ
て
い
く
。
視
官
だ
け
が
審
美
的
感
官
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と
し
て
認
定
さ
れ
、
他
の
感
官
は
こ
れ
と
結
び
付
く
こ
と
が
な
け
れ
ば

遊
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
つ
て
明
治
二
十
年
代
の
前
半
に
発
表

さ
れ
た
論
考
で
は
、
身
体
へ
の
未
だ
修
い
気
づ
き
の
な
か
で
、
聴
官
が

視
官
よ
り
も
優
位
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
今
、
二
十
年
代
後
半
に

な
る
と
、
視
官
が
他
の
感
官
に
対
し
て
優
位
を
一
不
し
、
そ
れ
に
聴
官
が

つ
づ
き
、
そ
の
さ
ら
に
劣
位
に
そ
の
他
の
劣
等
感
官
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
身
体
の
感
覚
の
新
し
い
地
図
が
書
き
換

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
視
官
が
優
位
に
置
か
れ
る
の
か
。
視
官
以
外
の
他
の

感
官
へ
と
強
度
が
集
中
し
た
ま
ま
に
、
5
S
B
邑
ロ
ぬ
が
遊
離H
宥
和
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
か
。
そ
こ
で
先
の
引
用
箇
所
を
振
り
返
る
な

ら
ば
、
「
空
間
上
の
直
観
(
視
感
の
働
ご
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
が
構
成
す
る
等
質
で
均
質
な
数
学
的

な
空
間
で
あ
る
。
か
つ
て
高
橋
由
一
の
よ
う
な
画
家
は
、
西
洋
絵
画
の

遠
近
法
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
視
覚
の
変
容
を
迫
ら
れ
、
身
体
感
覚
に

深
い
喪
失
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
ダ
メ
ー
ジ
は
遠
近
法

を
受
肉
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
体
験
は
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
を
生
き
た

「
批
評
家
」
大
西
祝
の
精
神
史
を
も
貫
い
て
お
り
、
こ
の
明
治
二
十
年
代

後
半
の
思
考
に
お
い
て
、
西
洋
絵
画
の
も
つ
空
間
構
成
を
言
説
レ
ベ
ル

で
織
り
込
も
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
空
間
構
成
に
折
り
返
さ
れ
る
よ
う

に
し
て
、
「
視
感
の
働
」
が
第
一
に
構
築
さ
れ
、
ま
た
「
視
感
」
に
従
う

よ
う
に
し
て
、
視
官
l

聴
官
ー
そ
の
他
の
劣
等
感
官
と
い
う
、
階
層
性

を
有
す
る
身
体
地
図
が
作
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
新
し
い
身
体
地
図
の
作
成
を
要
請
す
る
の
は
、
ど
こ
ま
で

も
新
し
い
近
代
的
な
空
間
構
成
で
あ
る
。

大
西
の
美
学
日
感
覚
の
理
論
は
、
明
治
二
十
年
代
前
半
に
お
け
る
「
思

想
」
を
基
盤
と
す
る
こ
と
か
ら
、
三
十
年
代
後
半
に
お
け
る
物
的
性
質

を
も
っ
「
肉
」
へ
と
転
回
す
る
こ
と
で
、
明
確
な
輪
郭
を
描
き
始
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
「
思
想
」
か
ら
「
肉
」
へ
の
転
固
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
、
視
覚
の
変
容
が
も
た
ら
す
身
体
感
覚
の
喪
失
体
験
が
、
「
思
想
」

で
は
な
く
、
「
肉
」
に
向
か
い
合
う
こ
と
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
向
か
い
合
っ
た
「
肉
」
の
中
に
大
西
が
見
出
し
た
の
は
、
環
境
世

界
と
の
関
係
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
が
相
互
に
連
環
し
呼
応
し
合
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
偏
差
を
帯
び
た
強
度
の
集
積
体
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ

が
い
か
に
現
実
の
様
態
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
自

体
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
呂
芯
呂
田
包
括
が
客
体
に
対
す

る
暴
力
を
も
含
み
得
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
島
田
吉
8
5
a
a

し
て
、
遊

離
H

宥
和
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
か
ら
み

れ
ば
、
と
の
遊
離
川
宥
和
は
、
明
治
精
神
史
の
根
源
に
穿
た
れ
て
い
た
、

近
代
の
遠
近
法
的
な
空
間
構
成
を
解
釈
し
得
る
視
官
と
身
体
と
の
調
和

と
い
う
課
題
を
初
め
か
ら
担
わ
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
二
十
年
代
後
半
の

論
考
で
大
西
が
試
み
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
視
官
と
身
体
と
を
調
和
さ

せ
、
新
し
い
身
体
地
図
を
書
き
直
す
た
め
に
、
一
旦
、
身
体
の
全
感
覚

2ω3 
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を
解
き
放
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
等
感
官
/
劣
等
感
官
と
い
う

固
定
的
な
枠
組
み
を
取
り
払
い
、
筋
肉
の
運
動
を
も
含
む
、
細
部
に
わ

た
る
力
の
運
動
を
見
や
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
目
指
さ
れ
て
い
た
の
は
、

視
官
を
頂
点
と
し
て
他
の
感
覚
を
吊
り
支
え
る
こ
と
で
、
欲
望
の
多
様

性
を
鎮
め
こ
む
こ
と
で
あ
る
。
視
官
に
よ
る
身
体
の
配
慮
が
、
こ
の
よ

う
に
し
て
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
身
体
へ
の
配
慮
|
|
内
的
な
「
肉
欲
肉
情
」
の
運
動

が
そ
の
外
部
へ
と
暴
力
的
な
侵
犯
を
し
な
い
よ
う
に
と
す
る
配
慮
は
、

「
観
美
の
境
」
か
ら
力
を
充
填
し
、
し
か
し
ま
た
、
同
じ
身
体
へ
の
配
慮

が
美
的
判
断
の
基
準
と
も
な
る
。
た
と
え
ば
裸
体
画
は
、
そ
れ
を
見
る

人
聞
が
ま
さ
し
く
「
肉
」
と
し
て
生
き
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
そ
の
内
部

に
力
動
す
る
多
情
な
る
欲
望
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
せ
、
か
っ
、
そ
の
欲
望
を
遊
離
川
宥
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

限
り
で
、
美
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
美
が
身
体
の
感
覚
を

統
制
す
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
裸
体
画
で
も
、
そ
れ
が
暴
力
を
含
む
肉
欲

を
誘
発
す
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
遊
離
リ
宥
和
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
は
春
画
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
裸
体
画
の
如
何

な
る
意
味
に
て
美
術
品
な
る
や
知
る
に
難
か
ら
ず
美
入
浴
後
の
画
を
観
、

こ
れ
を
遊
離
し
た
る
影
象
と
せ
ず
又
吾
人
の
之
に
対
す
る
凡
べ
て
の
感

想
を
も
遊
離
し
た
る
感
想
と
せ
ず
実
世
界
に
於
け
る
も
の
を
欲
望
す
る

の
欲
望
を
以
て
之
に
接
し
実
世
界
に
於
け
る
の
肉
感
肉
情
を
以
て
之
を

迎
ふ
る
者
に
取
り
で
は
其
裸
美
人
の
画
は
未
だ
美
術
品
と
し
て
存
せ
ざ
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る
な
り
余
り
に
肉
感
肉
情
欲
念
を
の
み
表
出
せ
る
も
の
は
之
を
実
世
界

よ
り
遊
離
せ
し
む
る
に
難
し
春
画
の
美
術
品
と
し
て
見
難
き
所
以
こ
』

(n) 

に
あ
り
」
。
大
西
に
と
っ
て
春
画
は
美
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
美
が
美
で

あ
れ
ば
こ
そ
身
体
内
部
に
入
り
込
み
、
欲
望
の
遊
離
H

宥
和
を
果
た
す

の
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
美
は
美
で
は

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
美
は
特
有
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。
美
は
身
体
へ
の
配
慮
の
担
い
手
と
な
り
、
新
し
い
地
図
を
身
体

に
書
き
込
み
つ
づ
け
る
た
め
、
身
体
の
奥
へ
と
介
入
す
る
。
美
は
単
に

身
体
の
外
に
あ
っ
て
観
照
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
視
官
を
通
し
て
身

体
を
矯
め
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
大
西
祝
の
テ
ク
ス
ト
に
で
き
る
限
り
内
在
的

に
分
け
入
り
、
そ
の
美
学
H

感
覚
の
理
論
の
要
諦
を
探
り
出
す
作
業
を

進
め
、
身
体
を
め
ぐ
る
新
し
い
地
図
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
大
き

な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
主
観
と
客
観
と
の
対

峠
」
か
ら
脱
し
、
こ
れ
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
指
す
暴
力
批
判
論
の
可

能
性
は
、
近
代
の
遠
近
法
的
空
聞
が
構
成
す
る
視
覚
の
優
位
に
よ
る
身

体
の
配
慮
と
、
果
し
て
折
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
近
代
の
遠
近
法
が
デ
カ
ル
ト
的
思
考
を
準
備
し
た
こ
と
を
知
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る
と
き
、
視
官
に
吊
り
支
え
ら
れ
る
身
体
へ
の
配
慮
は
、
あ
ら
た
め
て

「
主
観
と
客
観
と
の
対
峠
」
の
問
題
へ
と
回
帰
す
る
。
大
西
の
暴
力
批
判

論
と
身
体
へ
の
配
慮
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
配
慮
に
は
、

静
か
な
る
身
体
的
自
聞
と
い
う
陥
穿
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
し
か
し
、

大
西
の
美
学
H

感
覚
の
理
論
は
、
こ
の
大
き
な
矛
盾
を
飲
み
込
む
こ
と

か
ら
始
ま
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
明
治
の
精
神
史
に
深
く
穿
た
れ
た
喪
失
体
験
と
い
う
事
態
が
、

簡
単
に
は
馴
致
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
困
難
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ

た
。
大
西
は
こ
れ
を
回
避
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら

矛
盾
の
中
に
思
考
を
進
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
逆
に
こ
の
矛
盾
が
、

大
西
の
哲
学
・
批
評
を
絶
え
ず
先
へ
と
動
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
そ
う

大
西
は
「
世
の
斗
銭
円
の
輩
が
見
て
『
合
理
』
と
呼
ぶ
死
し
た
る
一
致
に

(
回
)

拘
る
勿
れ
活
き
た
る
矛
盾
的
の
一
致
を
看
取
せ
よ
」
と
言
っ
た
。
ま
さ

し
く
こ
の
矛
盾
の
中
に
、
身
体
は
生
き
た
の
で
あ
る
。

(
洋
々
社
、
一
九
五
五
年
)
、
陶
山
務
『
知
と
信
仰
の
人
間
像
・
大
西
祝
と

内
村
鑑
一
二
』
(
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
大
西
の
人

生
と
著
作
を
概
説
し
た
も
の
と
し
て
、
昭
和
女
子
大
学
・
近
代
文
学
研
究

室
編
・
出
版
「
大
西
祝
」
(
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
4

』
、
一
九
五
六
年
)
が

あ
る
。
平
山
洋
『
大
西
祝
と
そ
の
時
代
』
(
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九

八
九
年
)
は
、
詳
細
に
大
西
を
め
ぐ
る
資
料
を
整
理
し
て
い
る
。
以
上
の

研
究
は
、
個
々
そ
れ
ぞ
れ
が
貴
重
で
は
あ
る
が
、
大
西
の
美
学
テ
ク
ス
ト

へ
の
内
在
的
な
分
析
が
充
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

(
2
)高
橋
由
一
「
高
橋
由
一
履
歴
」
、
青
木
茂
・
酒
井
忠
康
編
『
日
本
近
代
思

想
体
系
口
美
術
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
七
O
頁
。

(
3
)
高
橋
由
一
、
前
掲
書
、
一
七
五
|
一
七
六
頁
。

(
4
)
エ
ル
ヴ
ィ
l

ン
・
パ
ノ
ア
ス
キ
ー
『
芸
術
学
の
根
本
問
題
』
(
細
井
祐
介

訳
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
四
年
)
、
お
よ
び
、
モ
l

リ
ス
・
メ

ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
『
眼
と
精
神
』
(
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、
み
す
ず
書
房

一
九
六
六
年
)
を
参
照
し
た
。
ち
な
み
に
唱
。
お
宮
円
安
め
の
翻
訳
に
つ
い

て
は
、
明
治
八
年
の
『
襖
国
博
覧
会
報
告
書
』
で
近
藤
真
琴
は
「
照
景

術
」
、
明
治
九
年
の
「
フ
ォ
ン
タ
ネ
l

ジ
の
講
義
」
で
竹
村
本
五
郎
は
「
遠

近
画
法
」
と
訳
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
絵
画
の
単
な
る
技
術
的
な
指
導
法

を
語
る
文
脈
で
こ
の
語
を
遣
っ
て
い
る
。
し
か
し
高
橋
は
、
よ
り
根
底
的

な
「
世
界
感
情
」
の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
受
け
止
め
、
ま
た
、
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
世
界
を
画
面
上
に
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
「
術
」
や

「
画
法
」
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(
5
)大
西
祝
「
美
術
と
宗
教
」
、
金
子
馬
治
・
中
桐
確
太
郎
他
編
『
大
西
祝
全

集
7

論
文
及
歌
集
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
一
一
年
、
四

O

一
|

四
O
二
頁
。
金
国
民
夫
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
真
・
善
・
美
が
、
そ
れ

ぞ
れ
固
有
の
原
理
性
に
お
け
る
別
個
の
価
値
領
域
を
形
成
す
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
完
全
な
人
間
性
の
う
ち
に
統
一
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
語
っ
た
の
で
あ
る
」
(
『
日
本
近
代
美
学
序
皇
、
三
六
頁
)
と 2ω3 

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

(
し
み
ず
・
み
ず
ひ
さ
/
社
会
学
)

注(
1
)大
西
美
学
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
土
方
定
一
「
美
学
者
と
し
て
の

大
西
祝
」
(
土
方
定
一
編
『
明
治
文
学
全
集
乃
明
治
芸
術
・
文
学
論
集
』
、

筑
摩
書
一
房
、
一
九
七
五
年
)
、
山
本
正
男
『
東
西
芸
術
精
神
の
伝
統
と
交

流
』
(
理
想
社
、
一
九
六
五
年
)
、
金
国
民
夫
『
日
本
近
代
美
学
序
説
』
(
法

律
文
化
社
、
一
九
九
O
年
)
が
あ
る
。
大
西
の
哲
学
や
倫
理
に
注
目
し
た

も
の
と
し
て
は
、
高
坂
正
顕
編
『
明
治
文
化
史

4

思
想
・
言
論
編
』

社会思想史研究 No.27
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い
う
よ
う
に
、
素
朴
な
理
想
論
で
解
釈
し
て
済
ま
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

大
西
が
眼
差
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し

て
そ
う
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
理
想
的
に
は
生
き
得
な
い
人
間
の
実
相
で

あ
る
。
こ
れ
は
見
誤
つ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
西
は
明

治
二
十
五
年
四
月
発
表
の
「
矛
盾
の
一
致
」
に
お
い
て
、
「
我
れ
有
限
な

る
が
故
に
無
限
を
渇
仰
す
然
れ
ど
も
有
限
に
し
て
無
限
を
渇
仰
す
る
是
れ

既
に
根
本
的
の
矛
盾
に
あ
ら
ず
や
」
(
金
子
・
中
桐
他
編
『
大
西
祝
全
集

5

良
心
起
原
論
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
五
五
六
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。
素
朴
な
理
想
論
で
は
、
こ
の
「
根
本
的
の
矛
盾
」
を
捉

え
損
な
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
6
)大
西
祝
「
批
評
論
」
、
金
子
・
中
桐
他
編
『
大
西
祝
全
集
6

思
潮
評
論
』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
一

i

二
頁
。

(
7
)
国
粋
主
義
的
な
風
潮
を
煽
る
人
物
と
し
て
、
大
西
は
「
我
国
美
術
の
問

題
」
で
ご
独
逸
人
」
の
論
調
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。
こ
の

ご
独
逸
人
」
と
は
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
・
ワ
グ
ネ
ル
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ワ

グ
ネ
ル
は
明
治
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
博
覧
会
で
政
府
顧
問
を
務
め
、
そ
の
報

告
書
「
ワ
グ
ネ
ル
氏
東
京
博
物
館
建
設
報
告
書
」
で
「
国
粋
保
存
」
の
必

要
を
主
張
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
西
の
眼
前
に
広
が
る
の
は
、
ワ
グ

ネ
ル
一
人
で
は
な
い
。
国
粋
主
義
の
風
潮
は
、
た
と
え
ば
明
治
十
五
年
の

「
第
一
囲
内
国
絵
画
共
進
会
」
で
洋
画
の
出
品
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年
に
は
龍
池
会
が
明
治
美
術
協
会
へ
と
発

展
し
て
伝
統
的
な
美
術
の
統
合
を
は
か
り
、
同
年
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
岡
倉

天
心
ら
が
東
京
美
術
学
校
を
開
校
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
一
一
十
一
年

に
は
志
賀
重
昂
、
井
上
円
了
、
=
一
宅
雪
嶺
ら
が
政
教
社
を
創
設
し
て
い
る

(
大
西
は
明
治
二
十
年
「
哲
学
一
タ
話
第
二
篇
を
読
む
」
で
円
了
を
、
明

治
二
十
六
年
「
読
我
観
小
景
」
で
雪
嶺
を
そ
れ
ぞ
れ
批
判
し
て
い
る
)
。
大

西
は
加
藤
弘
之
と
も
対
立
し
た
が
、
大
西
に
特
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
の

は
、
加
藤
同
様
に
ス
ベ
ン
サ
l

流
社
会
進
化
論
者
で
あ
っ
た
外
山
正
一
の

存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
外
山
は
明
治
十
五
年
に
「
新
体
詩
抄
」
を
出
版

し
た
が
、
そ
の
序
に
お
い
て
、
詩
に
は
「
思
想
」
が
込
め
ら
れ
る
べ
き
だ

と
主
張
し
、
大
西
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
し
か
し
、
憲
法
発
布
の
翌

年
、
明
治
二
十
二
年
の
「
日
本
美
術
の
未
来
」
で
、
外
山
は
、
そ
の
「
思

想
」
と
は
日
本
国
家
の
意
思
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
押
し
出
し
て
い

く
。
ち
な
み
に
外
山
は
明
治
三
十
二
年
の
「
教
育
振
起
の
必
要
」
等
で
社

会
進
化
論
の
立
場
か
ら
身
体
感
覚
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

(
B
)大
西
祝
「
我
国
美
術
の
問
題
」
、
『
全
集6
H
三
O
頁
。

(
9
)大
西
祝
「
日
本
人
は
美
術
心
に
富
め
る
乎
」
、
『
全
集7
』
、
四
一
七
1

四

一
九
頁
。

(
ω
)当
時
、
「
美
術
」
と
い
う
用
語
は
、
現
代
の
「
芸
術
」
と
い
う
意
味
合
い

で
遣
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
「
美
術
」
と
い
う
概
念
の
中
に
、

「
音
楽
」
や
「
詩
歌
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。

(
U
)大
西
祝
、
前
掲
書
、
四
二
六
頁
。
こ
の
発
想
は
「
新
体
詩
抄
」
で
の
外
山

の
発
想
と
酷
似
し
て
い
る
。

(
ロ
)
た
だ
し
、
「
近
世
美
学
思
想
一
斑
」
は
「
審
美
的
感
官
を
論
ず
」
を
詳
細

に
説
明
し
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
審
美
新
説
一
斑
」
は
ア
メ
リ
カ

の
美
学
者
サ
ン
タ
ヤ
l

ナ
の
説
を
導
入
す
る
も
、
紹
介
し
た
だ
け
で
未
完

の
ま
ま
大
西
の
死
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

(
日
)
大
西
祝
「
観
美
心
と
肉
感
」
、
『
全
集6
』
、
コ
三
六
三
二
七
頁
。
引
用

箇
所
か
ら
明
ら
か
だ
が
、
裸
体
画
論
争
に
対
す
る
大
西
の
切
り
口
は
特
異

で
あ
る
。
「
裸
体
画
は
美
術
か
否
か
」
と
い
う
問
題
の
根
底
に
あ
る
、
裸

体
画
に
対
す
る
人
間
の
感
官
の
問
題
へ
と
議
論
を
進
め
て
い
る
か
ら
だ
。

な
お
、
裸
体
画
論
争
に
つ
い
て
は
、
北
津
憲
昭
『
境
界
の
美
術
史
』
(
ブ

リ
ュ
ッ
ケ
、
二

O
O
O
年
)
等
を
参
考
に
し
た
。

(
M
)大
西
祝
、
前
掲
書
、
三
二
八
頁
。

(
日
)
大
西
祝
、
前
掲
書
、
三
二
九
!
三
三

O
頁
。

(
間
山
)
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
ま
た
、
大
学
院
の
研
究
論
文
で
「
良
心
起
源
論
」



“ 

を
書
い
た
大
西
に
と
っ
て
、
暴
力
批
判
論
は
最
重
要
の
問
題
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
彼
の
社
会
思
想
へ
と
波
及
す
る
。
た
と
え
ば
、
教
育
勅
語
の
解
釈

に
勤
し
む
井
上
哲
次
郎
と
論
争
し
、
教
育
勅
語
は
数
あ
る
倫
理
説
の
一
つ

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
こ
れ
を
相
対
化
す
る
(
「
教
育
勅
語
と
倫
理
説
」
(
『
全

集
6
』
)
。
ま
た
、
貧
者
に
対
峠
す
る
富
者
の
虚
栄
を
「
糞
土
」
と
名
指
し
、

こ
の
対
立
図
式
を
生
み
出
す
国
家
を
批
判
し
て
、
平
等
主
義
を
主
張
す
る

(
「
社
会
主
義
の
必
要
」
『
全
集
6
』
)
。
こ
の
と
き
、
国
家
は
普
遍
的
な
「
世

界
文
明
の
進
歩
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
(
「
国

家
主
義
の
解
釈
」
(
『
全
集
6
』
)
。
こ
の
よ
う
な
大
西
に
は
、
身
体
の
あ
り

方
か
ら
暴
力
批
判
論
を
展
開
す
る
「
感
覚
の
学
」
と
し
て
の
「
審
美
学
」

は
核
心
的
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年
、
明
ら
か
に
大
西
は
「
審
美
学
」

研
究
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
。

(
口
)
大
西
祝
「
審
美
的
感
宮
を
論
ず
」
、
『
全
集
7

』
、
=
一
二
四
頁
。

(
凶
)
大
西
祝
、
前
掲
書
、
二
一
三
五
頁
。

(
四
)
大
西
祝
、
前
掲
書
、
二
一
三
七
i
=
一
三
八
頁
。
挿
入
は
筆
者
。

(
初
)
大
西
祝
、
前
掲
書
、
三
三
八
頁
。

(
幻
)
大
西
祝
、
前
掲
書
、
三
四
二
|
四
三
頁
。
強
調
は
大
西
。

(
n
)大
西
祝
「
観
美
心
と
肉
感
」
、
『
全
集
6
H
=
二
二
O
|
一
二
三
一
頁
。

(
幻
)
大
西
祝
「
矛
盾
の
一
致
」
、
『
全
集
5

』
、
五
五
七
頁
。

• 
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河
上
陸
子

は
じ
め
に

「
学
問
の
現
場
性
」
と
い
う
特
集
課
題
で
い
わ
れ
る
「
現
場
性
」
に

は
、
研
究
と
教
育
の
二
側
面
が
指
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
こ
の
二
側
面
を
も
っ
テ
i

マ
を
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
意
味

で
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
一
方
で
そ
れ
は
、
研
究
者
の
研
究
お
よ

び
研
究
内
容
の
現
実
社
会
と
の
関
係
・
接
点
と
い
う
、
研
究
そ
の
も
の

の
社
会
的
営
為
の
意
味
性
の
問
題
で
あ
る
。
他
方
で
そ
れ
は
、
多
く
の

研
究
者
が
担
っ
て
い
る
(
大
学
)
教
育
と
い
う
社
会
的
営
為
の
意
味
性

の
問
題
で
あ
る
。
両
者
は
不
可
分
離
で
あ
り
、
な
か
で
も
後
者
は
前
者

に
劣
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
社
会
的
意
味
性
が
大
き
い
と
筆
者

• 65 

特
集

思
想
史
研
究
の
新
た
な
展
開
に
む
け
て

固

H 

思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
現
場
」
の
諸
相

J¥ 

の
現
代
的
視
角

は
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
教
育
と
い
う
営
為
は
、
他
者
と
と
も
に

自
己
の
研
究
内
容
を
吟
味
し
創
造
す
る
と
い
う
、
「
知
」
の
(
「
学
ぶ
者
」

同
士
に
よ
る
)
協
同
的
な
社
会
的
営
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
と
く
に
社
会
哲
学
思
想
領
野
や
社
会
的
な
運
動
・
理
論
に
関
す
る

研
究
に
携
わ
る
者
が
教
育
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
が
大
き
い

よ
う
に
思
う
。

し
か
し
こ
の
教
育
と
い
う
知
の
協
同
的
な
社
会
的
営
為
は
、
今
日
多

く
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
筆
者
の
こ
と
で
の
主
題
で
あ

る
現
代
社
会
に
お
け
る
「
女
性
の
身
体
」
の
問
題
に
関
し
て
、
「
意
志
・

選
択
」
「
自
由
」
「
倫
理
」
の
問
題
を
教
育
の
場
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す

れ
ば
、
一
方
で
は
情
報
技
術
の
発
展
に
と
も
な
う
膨
大
な
知
識
と
情
報

が
(
大
学
の
)
外
部
か
ら
押
し
寄
せ
て
お
り
、
他
方
で
は
関
連
す
る
学



“ 
聞
の
専
門
化
、
個
別
化
に
よ
る
知
識
量
の
拡
大
(
生
命
哲
学
・
倫
理
学
・

身
体
論
・
社
会
思
想
史
・
生
命
科
学
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
な
ど
)
が
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
理
解
・
整
理
が
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
。

こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
精
神
世
界
や
生
活
世
界
に
対
し
て
内
外
か
ら
押

し
寄
せ
、
覆
っ
て
い
る
膨
大
な
情
報
知
識
の
な
か
で
、
教
育
は
知
の
協

同
的
な
社
会
的
営
為
の
側
面
が
薄
れ
、
一
つ
の
情
報
知
識
の
提
供
・
伝

達
場
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
ま
た
研
究
と
も
分
離
さ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
現
代
技
術
主
義
の
な
か
で
の
教

育
と
い
う
問
題
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
主
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
と
思
う
。

な
ど
の
「
医
療
」
と
い
う
名
目
の
も
と
で
の
人
閣
の
生
命
や
身
体
へ
の

改
造
、
人
為
的
な
創
造
が
あ
る
。
人
工
物
と
共
存
す
る
身
体
の
時
代
、

人
工
的
な
身
体
、
脱
身
体
の
時
代
に
入
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
技
術
主
義
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
、
身
体
の
「
自
然
性
」
は
も
は
や

存
在
し
な
く
な
る
と
の
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
う
し
た
技

術
主
義
の
進
行
に
よ
っ
て
も
身
体
に
お
け
る
「
自
然
」
と
い
う
問
題
が

な
く
な
る
と
は
考
え
な
い
。
内
的
・
外
的
自
然
へ
の
徹
底
的
な
技
術
化

に
よ
っ
て
、
一
九
六

0
年
代
に
語
ら
れ
た
「
自
然
の
反
乱
」
と
様
相
を

異
に
し
た
「
自
然
」
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
性
的
な
身
体
、
と
く
に
女
性
の
身
体
に
つ
い
て
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
生
理
や
生
殖
と
分
離
し
え
な
い
性
的
身
体
の

非
合
理
性
の
問
題
、
あ
る
い
は
性
暴
力
を
始
め
と
し
た
「
性
」
的
関
係

が
も
た
ら
す
身
体
の
「
痛
み
」
「
苦
し
み
」
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
生
殖

技
術
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
起
き
て
く
る
女
性
身
体
の
新
た
な
問
題
な

ど
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
「
自
然
」
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考

え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
え

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
女
性
(
身
体
)
に
つ
い
て
の
「
自
然
」
問
題
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
「
社
会
」
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
「
性
差
」
に
関
す
る
「
自
然
」
概
念
(
セ
ッ
ク
ス
)
は
、
性
差
別
の
根

拠
付
け
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
止
揚
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ

る
い
は
身
体
改
造
技
術
を
背
景
に
し
て
、
選
択
さ
れ
る
性
的
身
体
(
多

様
な
性
)
の
時
代
に
あ
っ
て
は
「
自
然
」
問
題
は
終
わ
っ
た
。
さ
ら
に 2003 
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さ
て
こ
こ
で
設
定
さ
れ
る
主
題
は
、
「
女
性
」
の
「
身
体
」
へ
の
視
角

で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
テ
l

マ
に
つ
い
て
「
自
然
」
と
い
う
視

角
を
介
在
さ
せ
る
。
ま
ず
な
ぜ
こ
の
介
在
項
が
必
要
で
あ
る
の
か
か
ら

述
べ
た
い
。

社会思想史研究 No.27

身
体
に
お
け
る
『
自
然
』
へ
の
視
角

二
十
一
世
紀
は
新
た
な
「
身
体
」
の
時
代
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
現
代
科
学
技
術
が
「
外
的
自
然
」
の
改
造
・
創
造
の
時

代
か
ら
「
内
的
自
然
」
の
改
造
・
創
造
の
時
代
へ
と
進
行
し
た
こ
と
を

背
景
と
し
て
い
る
。
一
方
で
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
、
サ
イ
ボ

l

グ
、

I
T

の
発
展
が
あ
り
、
他
方
で
生
殖
技
術
、
性
技
術
、
身
体
技
術
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性
暴
力
な
ど
の
性
的
身
体
を
め
ぐ
る
問
題
は
男
性
優
位
・
中
心
主
義
の

社
会
構
造
や
思
想
構
造
の
問
題
で
あ
る
、
と
。

た
し
か
に
こ
れ
ら
の
見
解
に
も
あ
る
よ
う
に
、
前
述
の
問
題
は
(
女

性
)
身
体
に
関
す
る
今
日
の
時
代
・
文
化
・
社
会
の
問
題
で
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
同
時
に
(
女
性
)
身
体
自
体
か
ら

照
射
さ
れ
る
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
単
に
時
代
・
文
化
・
社
会
・
技
術

の
問
題
に
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
い
や
(
女

性
)
身
体
に
お
け
る
「
自
然
」
問
題
は
も
と
も
と
文
化
や
社
会
と
離
れ

て
実
体
的
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
時
空
的
に
規
定
さ
れ
た
文

化
や
社
会
の
な
か
に
あ
る
あ
る
い
は
生
じ
る
問
題
な
の
で
あ
る
(
つ
ま

り
社
会
的
な
問
題
と
し
て
の
自
然
問
題
な
の
で
あ
る
)
。

こ
の
(
女
性
)
身
体
に
お
け
る
「
自
然
」
問
題
に
は
、
個
人
的
な
身

体
の
位
相
に
お
け
る
問
題
と
、
そ
の
身
体
に
よ
る
関
係
の
問
題
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
両
者
は
視
点
を
異
に
し
て
考
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と

も

=
=
E
Aる。
そ
の
こ
と
を
先
の
例
で
示
す
と
す
れ
ば
、
中
絶
(
技
術
)
の

な
か
の
女
性
身
体
の
「
痛
み
」
と
は
、
身
体
の
な
か
の
「
子
」
の
可
能

的
生
命
の
人
為
的
断
絶
に
よ
っ
て
生
じ
る
女
性
自
身
の
身
体
の
痛
み
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
女
性
身
体
が
担
っ
て
い
る
関
係
態
の

否
定
性
の
痛
み
、
レ
イ
プ
(
社
会
)
へ
の
告
発
的
な
痛
み
、
女
性
抑
圧

的
な
家
父
長
制
社
会
構
造
へ
の
告
発
と
い
う
痛
み
、
合
理
主
義
や
優
生

思
想
に
依
拠
す
る
社
会
で
中
絶
を
半
強
制
さ
れ
て
い
る
「
障
害
」
を
も

っ
女
性
た
ち
の
痛
み
、
開
発
主
義
や
グ
ロl
パ
リ
ゼ
l

シ
ヨ
ン
の
も
と

67 • 

で
人
口
管
理
の
名
目
で
中
絶
さ
せ
ら
れ
て
い
る
第
三
世
界
の
女
性
た
ち

の
沈
黙
の
痛
み
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
の
後
遺
症
と
し
て
の
流
産
や

中
絶
な
ど
、
ま
さ
に
現
代
の
多
面
的
な
「
社
会
的
痛
み
」
を
指
示
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
社
会
に
お
け
る
身
体
が
抱
え
て
い
る

自
然
問
題
で
あ
り
、
他
の
諸
々
の
社
会
的
要
件
と
の
葛
藤
・
抗
争
と
い

う
身
体
の
自
然
問
題
で
あ
る
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
う
し
た
身
体
の
「
自
然
」
の
問
題
は
社
会
の
問
題
を
照
射
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
身
体
に
お
け
る
「
自
然
」
問

題
へ
の
注
視
は
、
身
体
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
視
角

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
が
で
き
る
。
身
体
に
お
け
る
「
自
然
」
問
題
の
「
社

会
」
問
題
へ
の
一
元
論
的
還
元
論
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
視
角
に
よ
っ

て
照
射
さ
れ
、
反
照
さ
れ
て
く
る
社
会
の
問
題
も
み
え
て
こ
な
い
と
筆

者
は
考
え
る
。

以
上
の
見
解
に
た
っ
て
、
以
下
「
自
然
」
と
い
う
視
角
を
介
在
さ
せ

な
が
ら
女
性
の
身
体
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
が
、
と
く
に
身
体
の

「
自
然
」
と
い
う
視
点
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
関
係

に
お
け
る
女
性
身
体
の
問
題
(
生
殖
問
題
)
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
た
い
。

生
殖
問
題
は
、
人
口
や
資
源
、
家
族
・
集
団
・
諸
国
家
の
基
盤
、
労

働
、
市
場
な
ど
に
関
わ
る
「
再
生
産
問8
5
E
2
5
ロ
」
の
問
題
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
生
殖
」
は
、

「
女
性
」
に
よ
っ
て
主
と
し
て
担
わ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の

で
、
そ
の
社
会
的
編
成
は
「
女
性
(
的
な
も
の
)
」
の
社
会
的
編
成
と
し
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て
遂
行
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
二
十
世
紀
以
降
、
生
殖
の
社
会
的
編

成
は
、
女
性
身
体
の
「
自
然
」
に
対
す
る
科
学
技
術
的
操
作
・
制
御
に

よ
る
編
成
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
科
学
的
な
技
術
は
、
生

殖
に
か
か
わ
る
(
女
性
)
身
体
が
も
っ
自
然
の
非
合
理
を
制
御
・
克
服

す
る
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
成
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
生
殖
に
お
け
る
自
然
制
御
の
歩
み
は
一
九
八

0
年
代
以
降
大
飛
躍
を
な
し
た
。
い
わ
ゆ
る
身
体
外
生
殖
の
時
代
に
入
っ

た
と
い
え
る
(
体
外
受
精
)
。
そ
れ
ま
で
の
技
術
は
あ
く
ま
で
身
体
の
自

然
の
一
部
の
合
理
的
な
変
造
で
あ
り
、
そ
の
変
造
は
「
自
然
性
」
の
枠

内
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
い
ま
や
そ
れ
は
身
体
の
「
自

然
性
」
を
越
え
る
生
殖
技
術
の
段
階
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
技
術

は
、
身
体
に
お
け
る
生
命
連
関
性
を
解
体
し
、
そ
れ
を
部
分
化
す
る
の

み
で
な
く
、
身
体
全
体
を
交
換
物
・
資
源
物
と
し
、
主
体
性
そ
の
も
の

を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
こ
の
技
術
は
、
他
方
で
仮
想
現
実
空

間
や
脱
身
体
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
出
現
と
い
う
現
象
を
引
き
起

こ
し
つ
つ
あ
る
I
T

な
ど
の
情
報
技
術
と
連
動
し
て
、
外
的
自
然
お
よ

び
他
者
た
ち
と
の
直
接
的
な
身
体
的
関
係
を
遮
断
し
変
容
さ
せ
つ
つ
あ

る
。
こ
う
し
た
新
た
な
技
術
主
義
の
も
と
に
あ
る
身
体
を
め
ぐ
る
状
況

は
、
ま
さ
し
く
「
脱
身
体
化
」
時
代
の
到
来
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
時
代
が
技
術
に
よ
っ
て
脱
身
体
化
へ
と
進
み
つ
つ
あ
る
と
し

て
も
な
お
、
い
や
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
身
体
固
有
」
の
問
題
が
問
わ
れ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
で
引
き
起
こ
さ
れ
て
く
る
と
思

わ
れ
る
「
外
的
自
然
」
や
他
者
た
ち
と
の
連
関
性
の
(
変
容
)
問
題
が

問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
教
育
の

場
で
追
究
す
る
た
め
の
方
法
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
主
と
し

て
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
が
、
そ
の
際
に
、
ド
ゥl
デ
ン

の
身
体
論
と
ウ
オ
レ
ン
を
中
心
と
す
る
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た

ち
の
理
論
を
手
が
か
り
と
し
た
い
。
両
者
と
も
に
、
身
体
の
「
自
然
」

問
題
に
照
準
を
合
わ
せ
て
、
脱
身
体
化
へ
と
向
か
う
時
代
の
志
向
を
批

判
的
に
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

身
体
性
の
理
論

生
殖
技
術
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
生
殖
技
術
が
身
体
空
間

を
離
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
は
、
技
術
に
つ
い
て
の
利
用
論
や
手

段
論
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
生
殖
技
術
が
身
体
そ
の

も
の
を
手
中
に
入
れ
、
一
方
で
性
か
ら
の
独
立
化
を
は
か
り
(
人
工
的

な
受
精
)
、
他
方
で
他
者
の
身
体
と
の
交
換
を
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う

に
な
る
(
代
理
出
産
)
と
、
生
殖
と
身
体
と
の
関
係
は
大
き
く
変
化
し
て

い
く
。
そ
こ
で
は
も
は
や
主
体
が
技
術
を
自
己
管
理
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
生
殖
へ
の
意
志
決
定
や
欲
求
も
生
殖
身
体
を
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら

可
能
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
「
欲
求
」
の
身
体
か
ら
の
独
立
化
は
、

生
殖
そ
の
も
の
を
生
殖
主
体
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
第
三
者
や
集
団
、

社
会
組
織
に
よ
っ
て
も
可
能
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
身
体 2ω3 
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や
生
命
の
自
然
と
い
う
制
約
を
は
ず
さ
れ
た
生
殖
へ
の
意
士
山
や
欲
求
は
、

直
接
的
に
社
会
的
操
作
物
に
な
り
う
る
の
で
、
「
優
生
社
会
」
の
問
題
が

論
議
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
身
体
を
離
れ
る
技
術
の
登
場
に
伴
う
生
殖
の
問
題
に
つ
い

て
、
ド
ゥ
l

デ
ン

B
E
E
-
回
向
g
g
)
は
女
性
の
「
身
体
性
」
の
問
題

に
照
準
を
あ
わ
せ
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
現

代
技
術
時
代
の
生
殖
は
科
学
的
な
表
象
的
空
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
。
彼
女
の
い
う
生
殖
の
科
学
的
表
象
的
空
間
構
成
と
は
、

女
性
身
体
の
「
内
部
空
間
号
ユ
5
2
'
-
u
z
B」
が
外
部
と
の
境
界
の
な

い
可
視
的
世
界
と
な
る
こ
と
、
生
殖
身
体
が
「
解
剖
学
的
に
聞
か
れ
た

子
宮
内
の
子
ど
も
の
肉
体
の
視
覚
化
」
の
産
物
で
あ
る
「
胎
児
の
生
命
」

と
い
う
「
公
的
胎
児
骨
ユ
需
己
r
z
g

吉
田
」
の
た
め
の
「
子
宮
環
境
」

と
い
う
新
た
な
人
工
空
間
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
石
。
も
ち
ろ
ん
ド
ヮ

l

デ
ン
の
い
う
身
体
の
表
象
的
空
間
構
成
は
、
生
殖
に
お
い
て
の
み
で
な

く
、
女
性
の
身
体
そ
の
も
の
を
も
視
覚
的
な
表
象
物
と
し
て
構
成
す
る

こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
身
体
を
「
見
る
こ
と
」
で

も
っ
て
客
観
的
生
物
学
的
「
自
然
」
と
す
る
、
ま
さ
に
近
代
の
心
身
二

元
論
的
構
成
で
あ
る
。
女
性
身
体
を
そ
の
よ
う
に
「
客
観
化
さ
れ
た
物

質
的
身
体
」
と
し
て
固
定
し
て
き
た
の
が
、
「
近
代
の
ま
な
ざ
し
」
だ

(
こ
れ
が
ま
さ
に
女
性
を
「
自
然
」
へ
と
囲
い
込
む
構
図
で
あ
る
)
と
彼
女
は

語
っ
て
い
石
。

こ
の
ド
ゥ
l

デ
ン
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
新
た
な
生
殖
技
術
は
、

• ω 

女
性
身
体
に
お
け
る
生
殖
を
科
学
的
知
識
と
技
術
に
よ
っ
て
「
見
る
こ

と
」
「
知
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
主
導
し
て
い
く
。
今
日
の
生
殖
は
受
精
の

仕
組
み
、
プ
ロ
セ
ス
、
胎
児
の
発
展
段
階
、
出
産
の
仕
組
み
の
科
学
知

識
の
理
解
と
、
子
宮
内
視
鏡
・
超
音
波
画
像
装
置
・
出
生
前
診
断
な
ど

の
技
術
に
依
拠
す
る
、
「
見
る
こ
と
」
「
知
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
生
殖
の
あ
り
方
は
、
「
科
学
的
概
念

の
内
面
化
」
と
「
技
術
の
産
み
だ
し
た
幻
影
と
の
自
己
同
一
化
」
と
の

「
二
つ
の
過
程
が
相
互
に
関
連
し
て
作
り
だ
さ
れ
る
女
性
の
身
体
駈
」
と

い
う
身
体
性
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
以
上
の
よ
う
な
現
代
技
術
と
生
殖
お
よ
び
女
性
身
体
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
始
め
と
し
て
、
多

く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
に
も
み
ら
れ
る
が
、
ド
ゥl
デ
ン
の
見
解
の

独
自
性
は
「
身
体
性
庄
司
問
。G
R
-
R寄
包
」
の
視
点
に
た
っ
て
こ
の
問

題
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
女
は
、
女
性
の
身
体
が

技
術
主
義
の
進
行
に
よ
っ
て
視
覚
中
心
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
と
い
う
の
も
内
部
と
外
部
の
境
界
の
な
い
人

工
的
な
表
象
的
空
間
と
い
う
生
殖
身
体
に
お
い
て
は
、
医
学
や
技
術
や

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
の
社
会
管
理
の
権
力
シ
ス
テ
ム
が
内
在
化
さ
れ
る

の
だ
と
、
フ
l
コ
l

に
賛
同
し
て
考
え
る
か
ら
で
あ
お
。
そ
う
し
た
現

代
社
会
に
お
け
る
身
体
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
彼
女
は
「
触
覚
」
を
中

心
と
す
る
「
身
体
経
験
色
町
問
。
弓
R
a

開
骨
宵
百
四
」
を
提
唱
す
る
。
彼
女

は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
身
体
が
表
象
的
に
構
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
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を
認
知
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
も
自
己
の
身
体
の
な
か
の
「
こ
だ
ま

開
島
。
」
に
耳
を
す
ま
し
、
身
体
の
「
痛
み
」
や
「
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
」
と

い
う
身
体
経
験
を
受
け
と
め
る
こ
と
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

視
覚
中
心
で
な
い
、
触
覚
や
運
動
感
覚
、
共
通
感
覚
な
ど
の
身
体
感
覚

全
体
の
採
掘
を
指
示
し
て
い
針
。
彼
女
は
こ
の
身
体
感
覚
に
よ
っ
て
新

た
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
身
体
性
の
世
界
を
「
皮
膚
」
に
象
徴
化
し
、

ま
た
「
身
体
の
下
C
E
R
S
F
」
の
世
界
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
促
そ
う
と
す

る
が
、
こ
れ
は
、
科
学
技
術
に
よ
る
構
成
と
は
異
な
る
身
体
の
感
知
を

指
向
す
る
た
め
で
あ
る
。
彼
女
の
身
体
論
は
近
代
の
心
身
二
元
論
的
な

身
体
観
へ
の
問
い
直
し
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
聞
い

直
し
は
三
十
世
紀
後
半
以
降
の
多
く
の
「
身
体
論
」
に
共
通
す
る
志
向

で
あ
る
。

ド
ゥ
!
デ
ン
が
語
る
身
体
性
を
「
身
体
的
実
存
」
と
い
う
用
語
で
表

示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
代
個
人
主
義
で
い
ろ
ど
ら
れ
た
「
実
存
」

で
は
、
彼
女
の
指
向
す
る
「
身
体
性
」
は
表
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼

女
の
い
う
身
体
性
は
、
身
体
の
「
生
き
た
自
然
性
」
に
根
ざ
す
も
の
で

あ
る
。
身
体
の
そ
う
し
た
生
き
た
自
然
性
は
現
実
の
わ
た
し
た
ち
の
身

体
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
社
会
的
に
編
成
さ
れ
、

そ
の
な
か
で
変
造
し
、
隠
蔽
さ
れ
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
、
容
易

に
感
知
し
え
な
い
。
ド
ゥ
l

デ
ン
は
、
今
日
の
妊
娠
し
た
女
性
が
、
科

学
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
胎
児
の
生
命
の
た
め
の
「
子
宮
環
境
」

と
い
う
み
え
る
空
間
身
体
で
は
な
い
、
女
性
自
身
に
と
っ
て
も
不
可
視

の
「
内
部
空
間
」
を
も
っ
身
体
の
「
声
」
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
。
そ
う
し
た
身
体
の
「
声
」
は
、
現
代
技
術
時
代
の
女
性
自
身
に

と
っ
て
の
〈
否
定
的
な
も
の
〉
で
あ
り
、
自
己
の
身
体
の
な
か
に
あ
る

「
他
者
」
の
声
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
人
工
妊
娠
中
絶
の

「
痛
み
」
、
不
妊
治
療
と
い
う
技
術
の
な
か
で
の
身
体
の
「
痛
み
」
、
被
抑

圧
や
被
暴
力
の
な
か
で
の
身
体
の
「
痛
み
」
に
お
い
て
、
女
性
た
ち
は

そ
う
し
た
自
己
の
身
体
の
な
か
に
「
他
者
性
」
を
感
知
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
身
体
に
お
け
る
他
者
性
は
歴
史
的
社
会
的
な
身
体
に
お
け
る
「
自

然
性
」
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
女
性
身
体
の
な
か
に

あ
る
こ
の
「
自
然
性
」
が
語
っ
て
く
る
も
の
を
自
己
の
身
体
感
覚
と
し

て
受
け
と
め
て
い
く
、
そ
う
し
た
身
体
感
覚
を
、
「
感
性
伝
巾

ω
冒
己
-
n
}
M
r
g
H

」

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
感
性
」
の
視
点
は
現
代
技
術
時
代
の
身

体
論
に
不
可
欠
で
あ
る
と
、
ド
ゥ
l

デ
ン
と
同
様
に
筆
者
も
考
え
る
が
、

こ
の
「
感
性
」
の
視
点
は
す
で
に
十
九
世
紀
に
お
い
て
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
が
近
代
の
理
性
中
心
主
義
に
対
抗
し
て
、
身
体
の
自
然
へ
の
通
路
と

し
て
主
張
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
女
性
身
体

に
対
す
る
「
感
性
」
へ
の
視
点
な
く
し
て
は
、
被
抑
圧
や
被
暴
力
に
あ

る
身
体
の
「
痛
み
」
は
十
分
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
ド
ゥ

l

デ
ン
の
よ
う
な
身
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
日
本

の
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
青
木
や
よ
ひ
の
生
殖
技
術
論
に
お
い
て
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
青
木
は
一
九
八
0
年
代
か
ら
、
生
殖
技
術
問
題
が
利

用
論
や
市
場
論
で
は
な
く
再
生
産
の
構
造
転
換
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ

2003 

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

社会思想史研究 No.27



〈公募論文> <女性、身体、自然〉への現代的視角一一河上陸子

ゆ
え
女
性
身
体
そ
の
も
の
の
改
造
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
目
。
周

知
の
よ
う
に
、
イ
リ
イ
チ
の
カ
ル
チ
ユ
ラ
ル
・
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に

依
拠
し
た
彼
女
の
理
論
は
「
エ
コ
フ
ェ
ミ
私
闘
争
」
に
よ
っ
て
、
「
母
性
主

義
」
や
「
反
西
洋
(
近
代
)
主
義
」
の
側
面
が
批
判
さ
れ
た
が
、
彼
女

の
身
体
性
の
視
角
は
今
日
も
な
お
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
と
筆
者
は
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
ド
ゥ
l

デ
ン
と
同
様
に
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
問
題
に

回
収
し
え
な
い
生
殖
身
体
の
固
有
の
問
題
を
指
示
し
て
お
り
、
ま
た
後

述
す
る
よ
う
な
自
然
や
他
者
と
の
関
係
の
問
題
が
技
術
主
義
の
進
行
に

よ
っ
て
生
じ
て
く
る
こ
と
を
問
題
化
し
て
き
た
か
ら
で
あ
引
。

女
性
の
身
体
問
題
へ
の
ス
タ
ン
ス

• 
と
こ
ろ
で
女
性
の
身
体
に
つ
い
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
は
一
九

九
0
年
代
以
降
大
き
く
変
化
し
、
と
く
に
「
生
殖
を
含
む
女
性
身
体
の

固
有
性
」
や
「
フ
ェ
ミ
ニ
ン
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
理
論
の
問
い
直
し

が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
も
パ
ト
ラ
l
a
E
2

・

』
邑
喜
)
を
始
め
と
す
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
は
、

「
女
性
」
固
有
の
身
体
、
経
験
、
意
識
、
言
語
を
含
め
た
「
女
性
的
な
も

の
」
が
あ
る
と
想
定
し
、
そ
れ
を
求
め
て
い
く
立
場
を
「
本
質
主
義
」

だ
と
考
え
、
「
女
性
的
な
も
の
」
へ
の
志
向
は
異
性
愛
主
義
を
基
盤
と
す

る
性
的
身
体
論
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
針
。

こ
う
し
た
理
論
動
向
に
対
し
て
ド
ゥ
l

デ
ン
は
、
一
九
九
三
年
の
講
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演
で
、
パ
ト
ラ
l

理
論
に
お
け
る
よ
う
な
「
女
性
的
な
も
の
」
の
剥
奪

は
、
「
自
然
を
母
型
と
み
な
し
、
肉
体
的
な
生
誕
の
場
で
あ
り
、
起
源
で

あ
る
と
理
解
す
る
仕
方
と
は
完
全
に
手
を
切
っ
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
の

「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
だ
と
批
判
し
て
い
針
。
こ
の
批
判
は
す
で
に
述
べ

て
き
た
よ
う
な
彼
女
固
有
の
身
体
論
か
ら
で
て
く
る
も
の
だ
が
、
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
講
演
に
示
さ
れ
て
い
る
彼
女
の
教
育
論
で

あ
る
。女

性
身
体
に
関
す
る
理
論
に
つ
い
て
の
ド
ゥlデ
ン
の
ス
タ
ン
ス
は
、

「
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
枠
前
」
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
人

一
人
の
女
性
の
「
歴
史
の
な
か
に
あ
る
身
体
」
へ
の
知
覚
形
式
、
身
体

経
験
を
再
認
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
彼
女
の
立
脚
点
は
ど
こ
ま

で
も
「
女
性
た
ち
の
自
己
認
知
」
「
自
身
の
身
体
経
験
」
「
自
分
の
歴
史

的
に
与
え
ら
れ
た
身
体
の
あ
り
ょ
う
」
を
模
索
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼

女
の
身
体
史
研
究
も
そ
こ
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
方
法
論

を
模
索
す
る
。

こ
の
方
法
論
は
、
現
代
と
異
な
る
時
代
や
文
化
の
女
性
た
ち
の
身
体

認
知
の
あ
り
方
を
通
し
て
、
現
代
社
会
特
有
の
身
体
認
知
を
構
成
し
て

い
る
仕
組
み
の
把
握
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
近
代
以
降

の
自
分
た
ち
に
同
一
化
で
き
な
い
差
異
を
も
っ
て
い
る
近
代
以
前
の
ア

イ
ゼ
ナ
ハ
の
女
性
た
ち
(
他
者
た
ち
)
の
身
体
認
知
を
研
究
す
る
こ
と

で
、
反
照
的
に
自
分
た
ち
の
身
体
認
知
の
あ
り
方
を
知
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
の
方
法
論
は
た
だ
文
献
の
「
読
み
」
「
解
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が
、
他
方
で
は
そ
う
い
う
諸
「
理
論
」
が
女
性
た
ち
自
身
の
現
実
的
な

生
活
や
社
会
的
運
動
か
ら
遊
離
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
理
論
の
意
味
の
問
い
直
し
を
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
哲
学
者
た
ち
は
試
み
る
。
彼
女
(
お
よ
び
彼
ら
)
た
ち
は
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
理
論
の
学
問
化
を
た
だ
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
お
け
る
学
問
(
哲
学
)
の
役
割
を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
。
哲
学

を
男
性
中
心
主
義
理
論
と
し
て
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
エ
コ

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
意
味
づ
け
、
再
考
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

は
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
「
哲
学
の
脱
構
築
」
と
は
異

な
る
「
哲
学
の
再
定
義
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
「
再

定
義
」
が
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
検
証
を
含
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

哲
学
は
も
と
も
と
「
哲
学
す
る
こ
と
」
「
哲
学
的
に
思
考
す
る
こ
と
」

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
各
人
に
お
け
る
理
論
実
践
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
自
己
の
「
性
」
の
あ
り
方
や
自
己
が
関
わ
る
自
然
や
他
者
た
ち

と
の
関
係
、
そ
し
て
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
「
根
源
」
か
ら
吟
味
し

て
い
く
知
的
営
為
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
役
割
を

彼
女
た
ち
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
に
お
い
て
新
た
に
位
置
づ
け
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
は
、
女
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
「
哲
学
教
育
」
の
場
に
お

い
て
も
重
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
「
哲
学
す
る
」

と
い
う
理
論
実
践
は
け
っ
し
て
「
哲
学
者
」
と
い
わ
れ
る
者
達
だ
け
の

営
為
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
人
一
人
の
女
性
た
ち
自
身
に
よ
る
知
的
営

為
を
指
示
し
て
い
る
。
大
学
で
の
哲
学
と
い
う
教
育
の
場
は
、
こ
の
各

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

人
の
「
哲
学
す
る
と
と
」
を
学
生
た
ち
と
と
も
に
お
こ
な
う
理
論
実
践

で
あ
ろ
う
。
現
代
技
術
主
義
の
な
か
で
の
女
性
の
身
体
や
自
然
の
問
題
、

他
者
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
の
差
別
や
支
配
と
い
う
よ
う
な
否
定
態

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
こ
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
役
割

は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
う

し
た
問
題
に
つ
い
て
「
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
に
立
っ
て
哲
学
的

に
思
考
す
る
こ
と
」
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
女
性
の
身
体
の
問
題
に
つ
い
て
「
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点

に
た
っ
て
考
え
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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技
術
主
義
時
代
の
「
自
然
」
問
題

エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
(
女
性
)
身
体
問
題
は
自
然
問
題
と
関
係
し

て
い
る
と
い
う
視
点
に
た
っ
て
い
る
。
現
代
技
術
の
問
題
に
対
し
て
も
、

自
然
問
題
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
。
だ
が
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
エ
コ

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
女
性
と
自
然
と
の
「
関
係
」
と
い
う
視
角
に

つ
い
て
は
、
女
性
を
自
然
へ
と
結
び
つ
け
、
「
セ
ッ
ク
ス
」
の
固
定
化

(
生
物
学
的
決
定
論
)
や
「
女
性
的
な
も
の
」
の
志
向
(
ジ
ェ
ン
ダ
l

本
質

主
義
)
、
反
技
術
主
義
や
反
近
代
主
義
に
導
く
、
と
い
う
批
判
が
投
げ
か

け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
女
性
(
問
題
)
と
自
然
(
問
題
)

と
の
「
関
係
」
に
つ
い
て
の
究
明
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
環
境
問
題

や
技
術
主
義
問
題
の
な
か
で
女
性
(
身
体
)
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
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は
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
は
ど
こ
ま
で
も
現
代
技
術
社
会
の

な
か
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
た
ち
が
主
題
化
す

る
「
自
然
」
問
題
は
す
で
に
技
術
と
関
わ
っ
て
い
る
自
然
、
技
術
化
さ

れ
つ
つ
あ
る
自
然
、
す
な
わ
ち
「
環
境
」
で
あ
り
、
社
会
的
自
然
の
問

題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
環
境
と
し
て
の
自
然
問
題
が
い
か
に
(
女
性
)
身

体
問
題
と
結
節
し
て
い
る
か
は
「
環
境
ホ
ル
モ
ン
」
の
例
を
引
く
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
現
代
技
術
が
も
た
ら
す
環
境
変
造
は
身
体
の
内
部
の
「
自

然
」
的
性
差
の
境
界
を
変
造
し
不
確
定
に
し
つ
つ
あ
り
、
性
的
身
体
は

「
環
境
」
の
方
か
ら
も
変
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲

学
者
た
ち
に
よ
る
、
現
代
技
術
主
義
時
代
の
環
境
問
題
と
い
う
視
角
か

ら
の
女
性
身
体
問
題
と
は
ど
う
い
う
内
容
な
の
か
。
こ
の
問
題
へ
の
彼

女
た
ち
の
ス
タ
ン
ス
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
は
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
既
存

の
多
様
な
理
論
の
検
証
を
通
し
て
、
理
論
の
「
再
定
義
」
を
す
る
。
こ

の
理
論
作
業
を
通
し
て
ウ
オ
レ
ン
は
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る

女
性
と
自
然
と
の
「
関
係
」
と
は
「
女
性
支
配
」
と
「
自
然
支
配
」
の

「
連
関
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
二
つ
の
支
配
の
「
連

関
」
は
構
造
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
的
連
関
の
内
容
に
関
し
て

は
多
様
な
視
点
、
が
あ
り
う
る
こ
と
(
十
分
類
)
を
了
解
し
、
そ
れ
ら
の

多
様
な
視
点
に
よ
る
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
理
論
作
業
の
必
要
性
を
提
唱
す
針
。

彼
女
自
身
は
、
女
性
支
配
と
自
然
支
配
と
が
一
体
と
な
っ
た
(
「
抑
圧
的
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概
念
枠
組
み
」
を
も
っ
)
連
関
構
造
を
「
社
会
的
な
問
題
」
と
し
て
考
え

る
と
い
う
。
「
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
女
性
支
配
と
自
然
支
配
と
い
う

対
の
支
配
を
、
具
体
的
、
歴
史
的
、
社
会
生
物
学
的
状
況
と
、
そ
の
状

況
を
維
持
し
承
認
す
る
抑
圧
的
家
父
長
制
的
枠
組
み
と
に
依
拠
し
た
社

会
的
な
問
題
と
し
て
考
え
る
」
、
と
語
っ
て
い
る
。

ウ
オ
レ
ン
の
見
解
は
、
女
性
支
配
問
題
と
自
然
支
配
問
題
と
が
一
体

化
し
た
支
配
問
題
を
社
会
的
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
自
然
支
配

問
題
か
ら
照
明
し
追
究
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
女
性
支
配
と
自
然
支
配
と
が
一
体
化
さ
れ
る
と
考
え
て
も
、

生
物
学
的
決
定
論
は
明
確
に
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
再
定
義
さ
れ

る
「
自
然
」
概
念
は
、
文
化
を
越
え
た
歴
史
貫
通
的
な
自
然
で
は
な
く
、

歴
史
文
化
的
相
貌
を
も
っ
「
連
関
的
自
然
」
を
意
味
し
、
そ
れ
は
多
様

で
個
的
な
生
命
体
(
身
体
)
を
内
的
・
外
的
に
構
成
し
つ
つ
、
そ
の
個

的
な
生
命
体
相
互
の
活
動
や
社
会
の
諸
技
術
、
シ
ス
テ
ム
・
構
造
・
枠

組
み
と
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
代
技
術
社

会
は
、
女
性
と
「
自
然
」
と
を
別
々
に
編
成
す
る
の
で
は
な
く
、
連
関

的
な
構
造
を
も
っ
て
抑
圧
的
に
編
成
す
る
仕
組
み
(
こ
れ
を
ウ
オ
レ
ン
は

「
抑
圧
的
な
概
念
枠
組
み
」
と
名
付
け
る
)
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
女

性
身
体
」
も
こ
の
連
関
構
造
を
な
す
社
会
的
編
成
の
枠
組
み
の
も
と
に

あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
今
日
の
技
術
化
の
も
と
に
あ
る
女
性
身
体
の

問
題
は
、
環
境
改
造
・
破
壊
と
通
底
す
る
抑
圧
的
な
社
会
的
編
成
の
問

題
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
技
術
主
義
に
よ
っ
て
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人
間
的
自
然
お
よ
び
非
人
間
的
自
然
を
客
体
化
し
支
配
し
破
壊
し
て
い

く
立
場
を
、
ウ
オ
レ
ン
は
「
ネ
イ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
Z
巳
再
訪
自
」
と
命
名

し
批
判
す
る
。

エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
に
よ
る
女
性
身
体
問
題
へ
の
視
角

は
、
現
代
の
社
会
的
自
然
(
「
環
境
」
)
の
問
題
と
し
て
女
性
身
体
問
題

を
考
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
(
こ
れ
は
女
性
身
体
問
題
を
ふ
く
む
環
境
問
題

と
い
う
「
環
境
」
概
念
の
再
定
義
で
も
あ
る
)
。
彼
女
た
ち
に
あ
っ
て
は
女

性
身
体
問
題
は
そ
れ
自
身
が
社
会
的
自
然
問
題
な
の
で
あ
る
(
身
体
・
自

然
と
社
会
の
二
元
論
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
)
。
こ
う
し

て
生
殖
技
術
問
題
も
女
性
身
体
問
題
も
と
も
に
(
自
然
支
配
的
な
)
現
代

技
術
主
義
の
問
題
枠
に
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
は

生
殖
技
術
問
題
も
環
境
倫
理
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
)
。

こ
の
小
論
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
脱
身
体
化
時
代
に
お
け
る
女

性
身
体
の
問
題
は
、
生
殖
技
術
は
い
う
ま
で
も
な
く
他
の
多
く
の
技
術

と
連
動
し
た
、
現
代
技
術
主
義
の
な
か
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
み
え

て
こ
な
い
。
こ
の
点
で
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
の
社
会
的

自
然
(
「
環
境
」
)
問
題
と
い
う
視
座
は
、
こ
う
し
た
現
代
技
術
主
義
時

代
の
身
体
を
考
え
る
た
め
に
有
効
的
な
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ

の
意
味
で
も
ブ
!
ジ
ュ
や
チ
ェ
イ
ニ
ー
が
、
自
分
た
ち
の
立
場
を
「
ポ

(
幻
)

ス
ト
モ
ダ
ン
」
・
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
納
得

で
き
る
よ
う
に
思
う
。

だ
が
他
方
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
は
女
性
(
身
体
)
固
有
の
支
配
間

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

題
を
み
え
な
く
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
デ
ィ
l

プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の

よ
う
な
環
境
批
判
論
と
の
違
い
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑

念
が
生
ま
れ
て
こ
よ
う
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
ウ
オ
レ
ン
は
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
に
お
け
る
「
女
性
」

の
問
題
は
、
「
セ
ク
シ
ズ
ム
」
と
「
ネ
イ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
の
み
で
な

く
、
「
レ
イ
シ
ズ
ム
」
「
階
級
主
義
」
「
能
力
主
義
」
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」

「
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
」
な
ど
を
含
む
「
支
配
の
主
義
百
回02
。
呂
田
邑
o
ロ
」

の
問
題
で
あ
話
。
そ
れ
ら
の
「
支
配
の
主
義
」
は
、
現
代
社
会
の
な
か

に
「
残
存
す
る
家
父
長
制
」
に
お
い
て
は
、
多
様
な
女
性
た
ち
(
の
身

体
)
に
対
す
る
「
暴
力
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
暴
力
は
、

世
界
的
な
「
軍
事
主
義
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
「
レ
イ
プ
」
に
象
徴
さ

(
加
)

れ
る
と
い
う
。

現
代
技
術
主
義
が
、
以
上
の
よ
う
な
多
面
的
な
抑
圧
的
枠
組
み
を
な

し
て
、
女
性
(
身
体
)
に
対
し
て
「
暴
力
」
と
い
う
形
の
自
然
支
配
を

遂
行
す
る
こ
と
を
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
は
現
代
の
自
然

支
配
問
題
の
中
核
的
な
問
題
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
同
じ
く

現
代
技
術
主
義
の
自
然
支
配
を
批
判
す
る
デ
ィ
l

プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
な

ど
の
環
境
哲
学
と
の
違
い
を
表
し
て
い
る
。
後
者
は
現
代
技
術
主
義
社

会
に
お
け
る
自
然
支
配
が
女
性
支
配
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
み
な
い
ゆ

え
に
、
結
局
は
「
差
異
」
を
も
た
な
い
同
一
的
な
「
自
然
」
論
の
提
唱

に
な
る
と
い
え
よ
う
。
現
代
技
術
主
義
に
よ
る
女
性
身
体
の
(
社
会
的
)

自
然
支
配
が
ど
の
よ
う
な
「
抑
圧
的
な
概
念
枠
組
み
」
を
も
っ
て
い
る

2ω3 社会思想史研究 No.27



か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
え
な
い
が
、
最
後
に
、
女
性
身
体
の
問

題
と
「
他
者
と
の
関
係
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
記
述
し
て
き
た
よ

う
な
「
自
然
」
の
視
角
を
介
在
さ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

六

『
他
者
た
ち
』
と
の
関
係
問
題
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最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
己
の
身
体
の
「
痛
み
」
の
多
く
は
他
者

と
の
関
係
か
ら
く
る
痛
み
で
あ
る
。
ド
ゥ
l

デ
ン
が
み
よ
う
と
し
た
身

体
の
「
自
然
性
」
に
お
け
る
痛
み
も
、
多
く
は
現
実
的
な
他
者
と
の
関

係
の
場
に
お
い
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
中
絶
の
痛
み
の
例
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
痛
み
は
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
身
体
の
痛
み
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
女
性
身
体
の
問
題

に
つ
い
て
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
の
「
自
然
」
へ
の
視
角

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
の
「
自
然
」
概
念
と
同

様
の
見
解
は
、
イ
ネ
ス
ト
ラ
・
キ
ン
グ
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

彼
女
は
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
「
自
然
支
配
」
に
は
、
「
内
的
自
然
へ
の

支
配
」
「
人
間
で
な
い
自
然
へ
の
支
配
」
「
人
間
の
あ
い
だ
の
支
配
」
が

あ
り
、
女
性
支
配
の
問
題
も
こ
の
つ
一
つ
の
自
然
支
配
す
べ
て
に
関
わ
る

(
羽
)

問
題
な
の
だ
と
い
う
。
キ
ン
グ
は
女
性
支
配
問
題
を
「
内
的
自
然
」
と

「
人
間
で
な
い
自
然
」
と
「
人
間
関
係
」
と
の
三
つ
の
支
配
問
題
が
繋

が
っ
た
自
然
支
配
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
支
配
問

77 • 

題
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
十
分
な
見
解
を
提
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
思

う
が
、
し
か
し
彼
女
の
こ
の
見
解
は
女
性
身
体
を
問
題
と
す
る
場
合
に

重
要
な
指
摘
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
キ
ン
グ
の
言
う
〈
「
人
間
で
な
い
自
然
」
と
の
関
係
〉
と

〈
「
人
間
」
関
係
〉
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
と
身
体
の

「
内
的
自
然
」
と
は
区
別
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
身
体
は
「
食
す

る
身
体
」
で
あ
り
、
「
生
殖
す
る
身
体
」
「
性
的
身
体
」
で
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
む
し
ろ
身
体
は
そ
う
し
た
外
的
自
然
に
も
他
者
に
も
繋
が
っ

た
内
的
自
然
を
抱
え
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
一
二
つ
の
支
配
問
題
が
一

体
と
な
っ
た
自
然
支
配
問
題
と
し
て
女
性
支
配
問
題
、
と
く
に
女
性
身

体
の
問
題
が
み
え
て
く
る
よ
う
に
筆
者
は
考
え
る
。
外
的
自
然
へ
の
支

配
や
支
配
的
な
人
間
関
係
が
身
体
そ
の
も
の
へ
の
支
配
問
題
と
な
る
こ

と
は
、
拒
食
症
や
開
発
主
義
の
も
と
で
の
中
絶
や
レ
イ
プ
が
ま
さ
に
示

し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
女
性
身
体
の
痛
み
や
苦
し
み
を
、

単
に
人
間
関
係
や
社
会
的
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ら
が
ま
さ
に
身
体
の
痛
み
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
で
、
人
間
関
係
に

お
け
る
支
配
問
題
を
含
め
た
自
然
支
配
問
題
と
い
う
視
角
が
重
要
な
の

で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
現
代
社
会
の
(
女
性
)
身
体
の
問
題
を
、
人
間

関
係
の
支
配
問
題
と
連
関
し
た
自
然
支
配
の
問
題
と
し
て
考
え
よ
う
と

す
る
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
視
点
は
注
目
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
現
代
技
術
主
義
の
進
行
は
、
以
上
の
よ
う
な
身
体
に
お
け
る
「
内

的
自
然
」
と
「
外
的
自
然
と
の
関
係
」
や
「
人
間
関
係
」
と
の
繋
が
り
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を
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
支
配
を
遂
行
す
る
こ
と
で
身
体
そ
の
も
の

を
制
御
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
現
代
技
術
主
義
に
よ
る
連
関
的

な
自
然
支
配
の
な
い
身
体
の
「
世
界
」
が
即
自
的
に
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
な
ら
、
そ
れ
は
ウ
オ
レ
ン
の
い
う
「
概
念
的
本
質
主
義
」
で
あ
り
、

前
近
代
や
反
近
代
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
だ
ろ
う
。
今
日
の
(
女
性
)
身

体
の
問
題
と
は
あ
く
ま
で
技
術
主
義
時
代
の
な
か
で
の
自
然
支
配
問
題

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
身
体
が
「
差
異
」
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
身
体
問
題
に
は

差
異
が
あ
り
、
身
体
が
抱
え
る
先
の
三
つ
の
支
配
問
題
の
繋
が
り
も
差

異
を
も
っ
て
い
る
。
と
く
に
三
つ
の
支
配
問
題
の
な
か
で
人
間
関
係
に

お
け
る
支
配
問
題
は
こ
の
身
体
問
題
に
お
け
る
「
差
異
」
と
い
う
こ
と

に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
従
来
の
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
女

性
身
体
問
題
に
お
け
る
こ
の
「
差
異
」
を
も
っ
自
然
支
配
問
題
に
あ
ま

り
注
目
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
大
文
字
の
女
性
身
体
問
題
が
主
題
で
あ
り
、

ま
た
そ
こ
で
の
人
間
関
係
の
支
配
問
題
も
差
異
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ミ
1

ス
の
次

の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
現
代
技
術
に
関
わ
る
女
性
の
身
体
問
題
に

対
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
自
己
決
定
論
」
の
思
想
(
自
律

的
個
人
の
発
想
)
は
、
「
他
者
た
ち
」
す
な
わ
ち
「
非
西
洋
、
非
白
人
、

非
中
流
」
な
ど
や
身
体
(
と
い
う
他
者
)
や
自
然
(
と
い
う
他
者
)
を
抑

圧
す
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
指
摘
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
女

性
身
体
問
題
に
は
「
他
者
た
ち
」
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち
も
ま
た
こ
の
点
に
注
目
し
、

先
の
自
然
支
配
問
題
に
「
他
者
た
ち
」
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
の
で
あ
る
。

ウ
オ
レ
ン
は
九

0
年
代
末
、
自
分
た
ち
の
自
然
支
配
問
題

(
H女
性

支
配
問
題
)
と
い
う
視
角
に
は
「
他
者
た
ち
」
の
視
点
が
必
要
だ
と
考

え
、
「
女
性
|
他
の
人
間
的
他
者
た
ち
自
然
の
連
関
君
。B
g
'
c
P
R

(
認
)

E
B
B
p
z
a
E
E
H
R

巾

S
Z
R
s
s
a

自
由
」
と
い
う
考
え
を
提
示
し

た
。
こ
の
考
え
は
従
来
の
見
解
(
自
然
支
配
と
女
性
支
配
と
の
連
関
問
題
)

へ
の
単
な
る
付
加
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
他
者
た

ち
」
と
い
う
視
点
か
ら
以
前
の
見
解
が
考
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
わ
れ
る
「
他
者
た
ち
」
と
は
、
ウ
オ
レ
ン
に
よ
れ
ば
「
不
当
な

支
配
|
従
属
連
聞
と
い
う
西
洋
体
系
の
な
か
で
排
除
さ
れ
、
辺
境
に
追

い
や
ら
れ
、
無
価
値
化
さ
れ
、
病
理
化
さ
れ
、
自
然
化
さ
れ
た
1
1

そ

う
し
て
他
者
に
さ
れ
た
|
|
人
主
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
間
的
他
者
」(お

)

の
み
で
な
く
「
地
球
の
他
者
」
を
も
含
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
女
性
支
配
問
題
の
な
か
の
「
差
異
」
、
い
わ
ゆ
る
「
女
性
聞

の
差
異
」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
代
技
術
主
義
の
自
然

支
配
に
よ
っ
て
関
係
を
遮
断
さ
れ
「
他
者
」
と
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
視

点
に
た
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
性
暴
力
の
被
害
者
と
い
う

「
他
者
」
、
「
第
三
世
界
」
の
女
性
た
ち
と
い
う
「
他
者
」
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
の
子
ど
も
た
ち
と
い
う
「
他
者
」
、
ま
た
核
や
生
物
・
化
学
兵
器
の

戦
争
後
に
残
さ
れ
た
土
壌
や
植
物
、
『
沈
黙
の
春
』
で
語
ら
れ
た
烏
や
動 2003 
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物
た
ち
も
ま
た
「
他
者
た
ち
」
な
の
で
あ
る
。
ウ
オ
レ
ン
の
一
言
尽
叶
ノ
「
他

者
た
ち
」
と
は
、
様
々
な
技
術
の
な
か
で
変
造
し
み
え
な
く
な
っ
て
く

る
身
体
の
内
的
自
然
の
み
で
な
く
、
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
破

壊
(
環
境
破
壊
)
さ
れ
た
人
間
以
外
の
生
命
や
無
機
や
有
機
の
外
的
自
然

で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
他
者
た
ち
」
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
差
異
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
現
代
技
術
主
義
に
よ
っ
て
「
他
者
た
ち
」
と
な
っ
て

い
く
身
体
の
内
的
自
然
や
外
的
自
然
や
女
性
や
「
人
間
」
へ
の
祝
線
は
、

エ
コ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
の
環
境
論
を
デ
ィ

l

プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
(
「
他

(
担
)

者
」
な
き
自
己
拡
張
論
)
か
ら
根
本
的
に
区
別
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ウ
オ
レ
ン
は
、
「
レ
イ
プ
」
に
よ
る
女
性
た
ち
の
「
痛
み
」
は
以
上
の

よ
う
な
「
他
者
た
ち
」
と
し
て
の
「
フ
エ
ミ
ニ
ン
」
の
「
声
」
で
あ
る

と
い
い
、
こ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ン
の
声
を
集
積
し
て
い
く
こ
と
が
エ
コ
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
彼
女
は
「
フ
ェ
ミ
ニ

ン
な
も
の
」
に
つ
い
て
も
再
定
義
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
お
よ
び
そ

の
「
声
」
の
集
積
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
か
わ
か
み
・
む
つ
こ
/
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
・
女
性
論
)

• 
注(

1
)
河
上
陸
子
「
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〈
群
衆
ー
多
数
性
〉の危
機
と
倫
理
性
を
め
ぐ
っ
て

浅
野
俊
哉

は
じ
め
に

• 
様
々
な
著
作
を
通
し
て
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハ

i

ト
は
、
政
治
的
概
念
の
練
り
直
し
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
と

り
わ
け
現
在
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
は
、
〈
常
一
夜
い
ず
ユ
数
ゆ
と
い
う
概

念
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
二
人
の
共
著
『
帝
国
』
(
二

0
0
0
)

が
刊
行
さ

れ
て
以
来
、
そ
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
最
も
中
心
的
な
タl
ム
で
あ
る

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
、
今
日
の
政
治
的
思
考
を
め
ぐ
ら

す
際
に
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
〈
群
衆
多
数
性
〉
と
は
何
か
。
『
帝
国
』
に
お
い
て
こ
の

概
念
は
、
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
権
力
と
支
配
の

81 

特
集

思
想
史
研
究
の
新
た
な
展
開
に
む
け
て

固

E 

思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
現
場
」
の
諸
相

新
た
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
〈
帝
国
〉
を
支
え
る
主
体
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
〈
生
〉
の
拠
点
な
い
し
器
官
と
し
て
様
々
な

意
味
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
(
群
衆l多
数
性
〉
と
は
多
様
性

の
こ
と
で
あ
り
、
諸
々
の
特
異
性
の
平
面
、
開
か
れ
た
一
連
の
諾
関
係

で
あ
る
」
司
P
E
N
]
と
い
う
記
述
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
『
帝
国
』
全

般
に
見
ら
れ
る
抽
象
的
な
規
定
性
を
脱
し
て
、
こ
の
概
念
の
実
質
的
な

内
容
を
一
層
明
瞭
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
が
他
の
文
脈
で
こ
の

タ
l

ム
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『
帝
国
』
の
二
年
前
に
刊
行

さ
れ
、
ネ
グ
リ
の
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
簡
潔
に
語
ら
れ
て
い
る
『
亡

命
』
(
一
九
九
八
)
か
ら
、
そ
の
概
念
の
内
実
を
探
っ
て
み
た
い
。
彼
は
、

〈
群
衆
|
多
数
性
〉
と
い
う
用
語
を
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
援
用
し
た
こ
と
を
吐
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露
し
、
今
日
そ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
時
代
と
同
様
、
新
し
い
問
題
と
な
っ

て
浮
上
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
冒
凶
ゐ
呂
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

の
(
市
民
〉
が
多
く
集
ま
っ
た
状
態
で
も
な
け
れ
ば
、
知
的
労
働
者
の

群
れ
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
「
諸
主
体
内
部
に
肉
化
し
た
諸
々
の
生
産
的

道
具
」
の
集
合
体
、
「
情
動
的
・
再
生
産
的
現
実
」
お
よ
び
「
喜
び
を
享

受
す
る
欲
望
」
と
い
っ
た
も
の
こ
そ
が
、
〈
群
衆
多
数
性
〉
を
特
徴
づ

け
る
内
包
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
司
凶

h
N
S。

し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
ネ
グ
リ
や
ハl
ト
ら
の

用
い
る
〈
群
衆
1

多
数
性
〉
が
、
依
然
と
し
て
暖
昧
な
概
念
で
あ
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。
事
実
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
に
お
い
て
も
ネ
グ
リ
や
ハ
ー

ト
の
記
述
に
お
い
て
も
、
(
群
衆
|
多
数
性
〉
と
い
う
概
念
は
、
決
定
的

な
〈
亀
裂
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
横
断
線
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
〈
群
衆
多
数
性
〉
と
は
、
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
不
確

定
性
の
増
大
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
。
単
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ

て
で
も
、
単
一
の
支
配
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
一
つ
の
集
団
が
、
そ
の

構
成
素
の
様
々
な
個
性
や
特
異
性
を
保
持
し
た
ま
ま
で
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
れ
が
一
個
の
政
治
的
主
体
と
し
て
の
力
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
、
こ
の
概
念
は
含
意
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
差
異

や
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
個
々
の
人
間
の
多
様
な
欲
望

や
感
情
を
無
制
限
に
社
会
が
許
容
し
続
け
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
の
限
り
で
、
そ
れ
ら
の
欲
望
や
感
情
相
五
の
果
て
し
な
い
闘

争
状
態
を
生
み
、
無
政
府
状
態
を
現
出
さ
せ
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か

l
i

こ
う
し
た
「
恐
怖
」
を
伝
統
的
な
政
治
学
は
共
有
し
て
き
た
。
ホ
ッ

ブ
ズ
が
超
越
項
と
し
て
の
絶
対
主
権
の
導
入
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
不

2003 

思想史研究における「現場」の諸相

ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
タ

l

ム
は
、
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
〈
群
衆
多
数
性
〉
と
い
う
用
語
を
転
倒
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
群
衆
l
多
数
性
〉
の
否
定
性
を
、
へ
l

ゲ
ル
は
ず
っ
と
あ
と

に
な
っ
て
〈
狩
猛
な
野
獣
〉
、
す
な
わ
ち
組
織
し
支
配
す
べ
き
も
の
と

名
付
け
た
。
マ
キ
ア
ヴ
エ
ツ
リ
と
マ
ル
ク
ス
を
結
ぶ
連
続
性
の
中
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
の
中
心
、
絶
頂
、
唆
昧
で
は
あ
っ
て
も
異
例
で
強

力
な
移
行
の
契
機
を
形
作
っ
て
い
る
が
、
彼
は
、
へ
l

ゲ
ル
と
は
反

対
に
、
こ
の
豊
か
な
〈
群
衆l
多
数
性
〉
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
、
近

代
の
真
の
対
抗
思
想
と
し
て
構
想
し
た
。
[
関
門
出
'
N罰
]

社会思想史研究 No.27

特集E

古
典
政
治
学
の
世
界
に
お
け
る
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
は
、
権
力
が
支

配
す
べ
き
対
象
で
し
か
な
く
、
軽
蔑
語
(
い
わ
ゆ
る
〈
賎
民
(
ミ
h
g
)〉

〈
愚
民
(
耳
目
S
M
)〉
な
ど
)
で
あ
っ
た
。
ネ
グ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
〈
群
衆

1
多
数
性
〉
は
、
資
本
主
義
の
進
展
に
伴
っ
て
一
つ
の
社
会
階
級
に
ま

で
変
貌
し
た
が
、
そ
れ
は
今
日
、
様
々
な
階
級
の
組
織
的
な
自
己
集
中

化
現
象
が
消
滅
す
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
再
び
「
諸
個
人
の
集
合
体
」

と
い
う
様
相
を
帯
び
て
い
る
宙
凶
ゐ
印
]
。
〈
群
衆

l

多
数
性
〉
は
、
形
式

的
に
自
由
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
諸
個
人
の
理
論
的
・
法
的
表
現
と
し
て
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毛
な
」
自
然
状
態
の
調
停
を
試
み
よ
う
と
し
た
り
、
へ
l

ゲ
ル
が
欲
求

の
体
系
と
し
て
の
市
民
社
会
を
「
人
倫
の
喪
失
態
」
で
あ
る
と
み
な
し
、

そ
こ
に
お
い
て
失
わ
れ
た
倫
理
性
が
回
復
さ
れ
る
べ
き
場
と
し
て
国
家

を
要
請
し
た
り
す
る
の
も
、
〈
群
衆
多
数
性
〉
が
内
包
す
る
と
さ
れ
る

こ
の
無
政
府
的
な
場
へ
の
恐
怖
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ

る
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
〈
群
衆
多
数
性
〉
は
、
そ
れ
を
直
視
し
、
そ

こ
に
可
能
性
を
看
取
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
「
非
合
理
性
」

と
「
倫
理
」
と
の
相
克
が
ま
す
ま
す
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

な
、
深
刻
な
内
在
的
「
危
機
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
事
態
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
す
な
わ
ち
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
に

お
け
る
欲
望
や
感
情
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
倫
理
的
契
機
(
対
他
的
な
関

係
性
と
し
て
の
)
を
獲
得
し
て
い
く
か
と
い
う
点
を
追
究
す
る
こ
と
、
特

に
ネ
グ
リ
と
ハ
l

ト
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
こ
の
概
念
を
吟
味
す
る
際
に
有

益
な
仕
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
歩
を
提
供
す
る
こ
と
を
、
本

稿
の
目
的
と
し
た
い
。

ネ
グ
リ
の
立
場

• 
と
こ
ろ
が
、
ネ
グ
リ
と
ハ

l

ト
の
共
同
作
業
の
中
に
、
以
上
の
よ
う

な
意
味
で
の
「
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
危
機
の
た
だ
中
に
お
け
る
倫
理
」

を
探
ろ
う
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
彼
ら
の
共
同
の
著
作
か
ら
は
、
一

83 

見
し
た
と
こ
ろ
そ
れ
を
主
題
に
し
た
記
述
を
取
り
出
す
こ
と
が
困
難
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
帝
国
』
は
全
体
を
通
し

て
、
亀
裂
や
危
機
と
い
う
主
題
が
〈
帝
国
)
と
(
群
衆
|
多
数
性
〉
と

の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
〈
群
衆l
多
数
性
〉
自
体
の
内
包

す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
契
機
1
1

た
と
え
ば
対
立
・
敵
意
・
相
互
破
壊
ー
ー

の
克
服
の
分
析
は
背
景
に
退
い
て
い
る
印
象
が
あ
り
、
一
方
で
、
彼
ら

の
も
う
一
つ
の
共
同
作
業
で
あ
る
『
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
の
労
働
』
(
一
九

九
四
)
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
生
き
た
労
働
」
と
い
う
概
念
を

基
軸
に
、
生
産
と
い
う
領
野
に
お
け
る
労
働
の
役
割
と
様
々
な
国
家
形

態
に
お
け
る
法
的
・
社
会
的
制
度
と
の
聞
に
横
た
わ
る
敵
対
的
な
関
係

を
検
討
す
る
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
〈
群
衆
|
多
数
性
)
の

危
機
や
分
裂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
十
全
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
後
者
に
は
〈
群
衆
!
多
数
性
〉
の
問
題
を
扱
う
際
に
手

が
か
り
と
な
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
(
群
衆l多
数
性
〉
と
い

う
名
称
は
、
民
主
主
義
の
別
名
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
対
等
な
人
々

か
ら
な
る
民
主
主
義
、
す
な
わ
ち
、
成
員
の
生
産
的
能
力
の
絶
対
性
に
、

権
利
と
義
務
の
絶
対
的
な
同
等
性
に
、
そ
し
て
諸
権
利
の
実
効
性
に
基

礎
を
お
く
民
主
主
義
で
あ
る
」
F
U
一
出
口
。
ま
た
『
帝
国
』
で
は
帝
国

に
対
抗
し
そ
れ
を
覆
す
闘
争
を
通
し
て
、
「
〈
群
衆l多
数
性
〉
は
、
や

が
て
〈
帝
国
〉
を
横
断
し
〈
帝
国
〉
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
私
た
ち
を
連

れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
新
た
な
民
主
主
義
の
諸
形
態
と
新
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た
な
構
成
的
権
力
と
を
発
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
冒
?

当
]
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
ネ

グ
リ
と
ハ
l

ト
が
、
〈
群
衆l
多
数
性
〉
と
「
民
主
主
義
」
と
の
関
係
を

決
定
的
な
問
題
軸
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
彼
ら
の
「
共
同
作
業
」
の
中
に
そ
の
解
を
求
め
る

と
い
う
試
み
を
一
日
一
断
念
し
、
彼
ら
の
単
著
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
て

み
た
場
合
、
私
た
ち
は
三
つ
の
印
象
的
な
論
文
に
出
会
う
こ
と
が
で
き

る
。
ネ
グ
リ
の
「
以
下
を
欠
く
|
|
ス
ピ
ノ
ザ
最
晩
年
の
民
主
制
政
体

概
念
の
定
義
を
推
察
す
る
」
(
一
九
八
五
)
と
ハl
ト
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
の

ア
セ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

民
主
主
義
1
1
|
社
会
的
集
合
の
情
念
」
(
一
九
九
五
)
で
あ
る
。
ネ
グ

リ
の
論
文
は
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
I
l
-
-

パ
ル
フ
・
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け

る
カ
と
権
力
に
関
す
る
試
論
』
(
一
九
八
一
)
の
補
論
的
な
役
割
を
果
た

し
、
ハ
i

ト
の
論
文
は
『
ジ
ル
.
ド
ウ
ル
l

ズ
e
|
|
哲
学
に
お
け
る
徒

弟
時
代
』
(
竺
一
九
九
三
)
に
お
け
る
政
治
理
論
の
要
約
版
と
も
一
云
=

の
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
民
主
主
義
と
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
関
係
と
共

に
、
そ
の
内
包
的
危
機
の
乗
り
越
え
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
検
討
が
な

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
続
く
論
述
で
は
、
こ
の
二
論
文
を
中
心

に
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ネ
グ
リ
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
、
〈
群
衆
多
数
性
〉

概
念
の
苧
む
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が

最
晩
年
ま
で
推
敵
を
重
ね
た
『
政
治
論
(
q
R
E
S
H記
念
量
的
)
』
に
お

け
る
、
民
主
制
政
体
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
ほ
ど
有
益
な

こ
と
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』
の
中
で
、
君
主
政
・
貴
族
政
・

民
主
政
の
三
つ
の
政
体
を
比
較
検
討
し
つ
つ
、
民
主
制
政
体
を
〈
完
全

に
絶
対
的
な
統
治
形
式
(
ミ
ミ
き
邑
ミ
ミ
ミ
§
Y
S
S
)〉
と
規
定
し

て
い
る
が
司

E
E
]
、
そ
の
分
析
は
唐
突
に
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

点
は
ネ
グ
リ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
死
に
よ
る
突
然
の
中

断
で
あ
る
だ
け
で
な
く
「
そ
の
作
業
自
体
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
実

在
的
、
肯
定
的
、
内
的
な
阻
害
と
符
合
す
る
」
言ω

口N
S
]
こ
と
を
想
定

す
る
の
に
十
分
な
謎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
つ

い
に
書
き
得
な
か
っ
た
「
〈
群
衆l
多
数
性
〉
に
よ
る
民
主
主
義
」
と
い

デ
モ
ス
ク
ラ
ト
ス

う
概
念
を
彫
琢
す
る
こ
と
は
、
民
衆
に
よ
る
支
配
と
い
う
民
主
制
政
体

の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
原
義
そ
の
も
の
を
本
源
的
に
聞
い
直
す
試
み
と

し
て
、
政
治
思
想
史
上
、
看
過
し
得
な
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

ネ
グ
リ
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
政
治
論
』
に
お
い
て
分
析
さ
れ

た
諸
政
体
が
、
常
に
応
答
を
迫
ら
れ
て
い
る
対
象
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
が
(
群
衆
l

多
数
性
〉
で
あ
る
。
「
〈
群
衆
l

多
数
性
)
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
、
君
主
の
単
独
支
配
か
ら
貴
族
政
的
選
挙
制
政
体
、
そ
し
て
民

主
政
的
絶
対
性
へ
と
政
治
的
理
性
が
指
向
す
る
臨
界
、
権
力
が
〈
群
衆

ー
多
数
性
〉
の
力
に
応
答
す
る
限
り
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
臨
界
を
構

成
す
る
も
の
で
あ
る
」
胃

U
L
印
3

。

そ
し
て
ネ
グ
リ
は
、
こ
の
『
政
治
論
』
に
お
い
て
「
君
主
政
的
統
治

形
式
と
近
代
の
絶
対
主
義
的
国
家
を
正
当
化
す
る
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
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社
会
契
約
説
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
[
B
H
E
E
S

、

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
完
全
な
る
絶
対
性
(
。3
3
5

ミ
さ
さ
)
」
と
し
て
定

義
し
、
「
民
衆
全
体
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
も
の
」
[
司
器
]
と
位
置
づ

け
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
民
主
制
政
体
論
の
苧
む
極
度
の
緊
張
と
可
能
性
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ネ
グ
リ
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、
と

り
わ
け
民
主
制
政
体
は
、
「
権
利
の
保
有
者
と
そ
の
行
使
者
と
が
原
義
上

結
合
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
絶
対
的
な
統
治
形
式
」
[
B
H
5
H
]に
他

な
ら
ず
、
「
〈
完
全
な
る
絶
対
性
〉
〔
す
な
わ
ち
民
主
制
政
体
〕
と
は
、
〈
群

衆
|
多
数
性
〉
に
最
も
即
応
し
た
政
体
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る

{
河
口H
H印
由]
0

と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
こ
の
〈
群
衆
|
多

数
性
〉
は
、
一
方
で
「
法
的
主
体
で
あ
り
、
社
会
の
不
可
避
的
な
属
性

で
あ
る
」
と
同
時
に
「
諸
々
の
特
異
性
の
捉
え
が
た
い
総
体
」
と
し
て

も
提
示
さ
れ
て
お
り
、
「
こ
の
関
係
性
は
解
決
不
能
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ク

ス
が
現
れ
て
い
る
河
口
L
印
品
。

• 
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
は
、
正
真
正
銘
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の

性
質
を
帯
び
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
無
限
と
は
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の

こ
と
で
あ
り
、
運
動
の
持
続
は
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
力
能
で
あ
る
。

|
|
全
体
性
を
構
成
す
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
移
行
の
現
実
性
と
し
て
の

み
そ
れ
に
同
化
す
る
よ
う
な
、
決
し
て
閉
じ
ず
聞
き
続
け
、
生
産
し

再
生
産
し
続
け
る
よ
う
な
無
限
運
動
。
こ
れ
は
唯
一
の
(
し
た
が
っ
て
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必
然
的
に
疎
外
で
あ
る
よ
う
な
)
原
理
、
が
、
も
っ
と
も
ら
し
く
世
界
を

統
合
す
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
的
、
神
学
的
概
念
な
ど
と
は
全
然
別
の

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
全
体
性
と
無
限
と
の
聞
に
解
決
済
み
の
関

係
を
構
想
し
た
へ
l

ゲ
ル
的
な
関
係
の
概
念
と
も
ま
っ
た
く
異
な
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
神
学
、
あ

ら
ゆ
る
観
念
論
に
対
抗
し
つ
つ
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
関
係
性
の
未

実
現
に
お
い
て
、
『
政
治
論
』
の
政
治
学
は
、
正
真
正
銘
の
非
ユ
ー
ト

ピ
ア
で
あ
り
、
自
由
に
関
す
る
マ
キ
ア
ヴ
ヱ
ツ
リ
的
推
察
で
あ
り
、

社
会
の
転
覆
に
関
す
る
、
根
源
的
に
民
主
主
義
的
な
提
案
な
の
で
あ

る
。
寺
田
島
・
]

し
か
し
ネ
グ
リ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
現
実
に
は
、
〈
群
衆l多
数

性
〉
は
、
情
念
と
状
況
と
の
相
容
れ
な
い
連
続
し
た
編
成
体
で
あ
り
、

集
合
体
」
司
U
L
S
]

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
基
底

を
な
す
次
元
と
は
、
「
む
き
出
し
の
物
質
性
と
野
生
の
多
様
性
の
地
平
、

完
全
に
水
平
状
の
論
理
に
従
っ
た
、
物
理
的
な
編
成
と
化
合
、
連
合
と

分
裂
、
流
れ
と
凝
固
か
ら
な
る
世
界
」
[
河
口
一
5
3

に
他
な
ら
ず
、
そ
れ

を
「
自
然
的
」
・
「
動
物
的
」
な
視
点
で
置
き
換
え
て
見
た
場
合
に
は
、

「
恐
怖
、
暴
力
、
戦
争
と
い
っ
た
事
態
の
支
配
を
一
不
す
こ
と
に
な
る
」

[
百
二
重
か
ら
で
あ
る
。
理
性
や
思
考
は
、
こ
の
(
群
衆
|
多
数
性
V

が
た
だ
一
つ
の
精
神
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
望
む
。
「
し

か
し
、
そ
う
し
た
要
求
は
、
〈
群
衆
!
多
数
性
〉
の
暴
力
性
と
分
散
を
完
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全
に
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
[
ま
丘
。
そ
の
理
由
は
、
「
ス
ピ

ノ
ザ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
多
数
性
は
統
合
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
」

か
ら
で
あ
り
、
「
理
性
の
要
請
を
逸
脱
す
る
物
理
的
・
動
物
的
制
限
と
い

う
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
」
[
ま
丘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
理
性

の
要
連
市
|
|
こ
れ
を
今
や
民
主
政
制
体
の
要
求
の
絶
対
性
を
提
起
し
た

も
の
と
み
な
し
得
る
l
l

は
、
実
現
で
き
な
い
」
[
室
い
と
い
う
、
ベ

シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
〈
群
衆
1

多
数
性
〉
の
概
念
に
は
い
っ
さ
い
の

合
理
性
が
含
ま
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
〈
群

衆
1
多
数
性
〉
は
、
理
性
と
い
う
能
力
を
欠
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
そ
う
で
は
な
い
」
と
ネ
グ
リ
は
主
張
す
る
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
〈
群
衆

多
数
性
〉
は
、
賎
民
(
芸
曹
と
で
も
愚
民
(
守
容
と
で
も
な
い
」
。

こ
の
箇
所
の
ネ
グ
リ
の
主
張
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
彼
は
、

〈
群
衆l
多
数
性
〉
そ
の
も
の
が
、
高
い
道
徳
的
価
値
と
し
て
古
来
評
価

さ
れ
て
き
た
〈
寛
容
吉
田
町
冨
母
国
)
)
の
基
礎
を
提
示
し
得
る
と
考
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
政
治
的
主
体
〔
〈
群
衆
i

多
数
性
)
〕
の
苧
む
解
決

不
能
性
そ
の
も
の
が
、
寛
容
、
自
覚
の
尊
重
、
知
へ
の
自
由
の
基
礎
を

形
成
す
る
」
[
笠
丘
。
も
っ
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
寛
容
は
、
ネ
グ
リ

に
よ
る
と
、
忍
耐
に
お
い
て
あ
る
い
は
我
慢
す
る
こ
と
に
お
い
て
形
成

さ
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
徳
と
し
て
の
寛
容
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
ス

ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
回
復
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
す
べ
て
の
も
の
に

対
す
る
平
等
な
権
利
」
に
他
な
ら
な
い
[
摩
区
・
]
。
か
く
し
て
、
「
絶
対
的

統
治
形
式
と
は
、
(
仮
に
そ
れ
が
す
べ
て
の
も
の
の
選
択
で
あ
っ
て
も
)
決
し

て
〈
選
ば
れ
る
)
こ
と
を
基
礎
に
お
く
も
の
で
は
な
く
、
〈
群
衆
多
数

性
〉
そ
の
も
の
に
、
そ
し
て
〈
群
衆
l

多
数
性
)
を
構
成
す
る
個
々
の

個
体
の
自
由
の
基
礎
の
上
に
築
か
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
各
自
の
自
由

に
対
す
る
相
互
的
な
尊
重
を
基
礎
と
す
る
統
治
様
式
」
で
あ
り
、
「
理
性

の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
〈
群
衆l
多
数
性
〉
は
、
寛
容
と
普
遍
的

な
自
由
の
基
礎
を
成
す
」
寄
広
・
]
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
ネ
グ
リ
の
こ
れ
ら
の
記

述
は
、
い
わ
ゆ
る
「
道
徳
的
言
説
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

ネ
グ
リ
は
、
〈
群
衆
l

多
数
性
〉
に
「
相
互
寛
容
」
と
い
う
徳
の
基
礎
を

求
め
た
あ
と
で
、
そ
の
〈
群
衆
l

多
数
性
〉
に
お
け
る
社
会
的
実
践
と

し
て
、
〈
ピ
エ
タ
ス
(
苦
言
)
〉
を
称
揚
し
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
民
主
制
政 2003 

思想史研究における「現場」の諸相特集H

民
主
政
の
要
求
と
い
う
絶
対
性
が
自
由
の
完
全
な
展
開
を
含
む
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
認
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
諸
々
の
特
異
性
の
共
生
、
互
恵
的
な
寛
容
、
連

帯
の
カ
で
あ
る
。
こ
の
推
移
は
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
で
は
絶
対
性
と
自
由
と
の
聞
の
現
実
的
な
解
決
不
能
性
の
効
果

が
む
し
ろ
、
共
和
制
的
伝
統
に
お
い
て
最
も
価
値
あ
り
と
示
さ
れ
る

も
の
の
一
つ
で
あ
る
寛
容
の
基
礎
と
し
て
提
示
さ
れ
る
に
至
る
か
ら

で
あ
る
。
ヨ
ロ
H
g
H
]
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体
、
す
な
わ
ち
〈
完
全
に
絶
対
的
な
統
治
形
式
と
し
て
の
民
主
政
〉
は
、

集
団
的
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
交
差
し
合
う
幾
多
の
特
異
性
の
社
会
的
実
践

と
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
を
構
成
す
る
諸
主
体

の
多
様
性
の
中
で
広
が
っ
て
い
く
個
々
の
互
恵
的
な
関
係
を
形
作
り
構

成
す
る
ピ
エ
タ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
完
U
L
S
]

と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。

ネ
グ
リ
は
こ
の
ピ
エ
タ
ス
に
つ
い
て
、
『
エ
チ
カ
』
の
第
四
部
で
一
不
さ

れ
た
ピ
エ
タ
ス
の
用
法
(
す
な
わ
ち
「
私
た
ち
が
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
生

き
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、
善
を
為
そ
う
と
す
る
欲
望
」
{
明
白
v
S斥
己

と
い
う
定
義
)
を
参
照
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
[
河
口L
S
]
が
、
こ
の

箇
所
は
英
語
・
仏
語
で
一
般
に
S
O
S

宮
山
ご
自
負
担
民
広
と
訳
さ
れ
て
い

る
と
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
(
日
本
語
で
は
「
道
義
心
」
ま
た
は
「
敬

度
」
な
ど
て
主
と
し
て
「
神
へ
の
帰
依
心
」
が
意
味
さ
れ
る
『
神
学
・

政
治
論
』
に
お
け
る
用
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ネ
グ
リ
に
よ
れ
ば
、

ピ
エ
タ
ス
と
は
「
理
性
に
従
っ
て
倫
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
ピ
エ
タ
ス
と
は
、
こ
こ
で
は
誠
実
性
に
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
と
他

者
に
対
し
て
、
人
間
的
に
、
慈
悲
心
に
あ
ふ
れ
、
和
合
的
な
仕
方
で
行

動
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
[
m
P
5
8
0あ
る
い
は
ピ
エ
タ
ス
と
は
、

「
情
熱
で
あ
り
、
最
も
強
い
意
味
で
の
道
徳
的
行
動
、
す
な
わ
ち
存
在
論

的
な
意
味
で
決
定
的
に
構
成
的
な
情
熱
で
あ
り
、
行
動
」
に
他
な
ら
な

い
ロ
F
E
・
]
。

続
け
て
ネ
グ
リ
は
、
「
民
主
制
政
体
と
は
、
集
団
的
な
絶
対
性
と
諸
力

87 • 

の
構
成
的
特
異
性
、
す
な
わ
ち
〈
群
衆
l

多
数
性
〉
と
ピ
エ
タ
ス
が
向

か
う
臨
界
点
で
あ
る
」
P
E
P
]こ
と
を
一
示
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
絶
対

性
を
構
築
す
る
た
め
、
「
ピ
エ
タ
ス
は
、
集
団
的
な
も
の
が
規
定
す
る
存

在
論
的
な
過
剰
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
友
愛
と
愛
と
い
う
増
殖
装

置
を
徳
の
中
に
運
び
入
れ
る
」
[
彦
庄
・
]
こ
と
を
主
張
し
て
も
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ピ
エ
タ
ス
ば
か
り
で
な
く
、
〈
友
愛
(
白B
E
N
-国
)
〉

や
〈
愛
(
白5
0
5
)〉
と
い
っ
た
徳
が
(
群
衆
|
多
数
性
)
の
構
成
的
実
践

に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
(
群
衆

多
数
性
〉
が
民
主
制
政
体
に
お
け
る
特
権
的
な
主
題
で
あ
る
こ
と
は

認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
的
実
践
の
基
盤
に
、
寛
容
や
愛
や
ピ
エ

タ
ス
と
い
う
よ
う
な
、
見
方
に
よ
っ
て
は
「
道
徳
的
」
「
義
務
論
的
」

l
l

あ
る
い
は
「
宗
教
的
」
|
|
契
機
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
も
し
ネ

グ
リ
が
唯
物
論
的
立
場
を
堅
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
反
動

的
」
な
解
決
と
み
な
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
ー
ト
の
立
場

こ
の
疑
問
を
保
留
し
た
ま
ま
で
、
今
度
は
、
ハ
ー
ト
が
組
み
た
て
た

〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
実
践
の
理
論
を
先
の
論
文
の
中
に
探
っ
て
い
き
た

彼
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
民
主
主
義
は
、
「
民
主
主
義
的
な
政
府

を
、
契
約
の
成
立
と
市
民
の
権
利
の
移
譲
に
よ
り
間
接
的
に
機
能
す
る
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も
の
と
規
定
す
る
近
代
の
ほ
と
ん
ど
の
民
主
主
義
理
論
と
は
対
照
的
に
、

全
社
会
領
野
の
非
媒
介
的
か
つ
直
接
的
な
表
現
な
い
し
参
加
を
要
求
す

る
」
と
い
う
点
で
、
近
代
政
治
思
想
史
上
「
異
例
」
の
も
の
で
あ
り
、

今
日
で
も
民
主
主
義
を
再
考
す
る
際
に
、
一
つ
の
臨
界
点
と
し
て
、
あ

る
い
は
「
謎
」
と
し
て
現
前
し
続
け
て
い
る
[
ωロ
ゐ
品
。

と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
あ
る
主
体
の
自
然
権
は
他
者
に
移
譲
す
る

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
命
題
を
立
て
た
が
[
S・
g
-
、
弔
問
尽
]
、

こ
れ
は
必
然
的
に
「
契
約
の
力
を
拒
否
す
る
こ
と
」
な
い
し
「
契
約
を

サ
プ
ジ
エ
ク
ト

臣
民
日
主
体
の
変
わ
り
ゃ
す
い
意
志
に
絶
え
ず
従
属
さ
せ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
」
と
同
時
に
、
「
臣
民H
主
体
の
意
志
は
、
い
か
な
る
権
利

の
移
譲
や
権
限
の
代
行
に
も
、
ま
た
秩
序
と
い
う
ど
ん
な
外
的
な
力
に

も
勝
る
優
先
権
を
与
え
ら
れ
る
」
[
巴
ゐ
印
]
こ
と
を
意
味
す
る
。
契
約

の
法
的
妥
当
性
に
優
先
権
を
与
え
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
ホ
ッ
プ

ズ
、
ル
ソ
l

、
へ
1

ゲ
ル
、
カ
ン
ト
と
い
っ
た
大
部
分
の
近
代
の
思
想

家
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
社
会
理
論
の
中
心
に
真
空
地
点

を
残
し
、
非
合
理
な
大
衆
の
感
情
に
社
会
秩
序
を
晒
す
こ
と
に
な
る
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
観
点
か
ら
見
る

と
、
「
合
理
的
な
国
家
秩
序
の
欠
如
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
の
よ
う
な
〈
空

隙
〉
を
埋
め
る
の
は
、
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
諸
実
践
|
|
急
進
的
か
っ

直
接
的
な
民
主
主
義
の
構
想
を
可
能
に
す
る
諸
力
ー
ー
ー
な
の
で
あ
る
」

[
ω
U
H
N
S
。
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と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
私
た
ち
の
感
情
を
、
受
動
的
感
情
と
能
動

的
感
情
の
い
ず
れ
か
に
分
類
で
き
る
も
の
と
し
た
[
宮
口ω可
受
動
的
感

情
は
、
私
た
ち
の
外
部
の
諸
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
偶
然
的
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
感
情
の
産
出
は
私
た
ち
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
に
喜
び
(
言
S
S
)
を
も
た
ら
す
場

合
も
、
悲
し
み

Q
S
S
S
)
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
る
。
一
方
、
能
動

的
感
情
は
、
私
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
喜
ば

し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
能
動
的
な
感
情
が
産
出
す
る
喜
び
が
偶

然
の
も
の
で
は
な
く
、
絶
え
間
な
く
回
帰
す
る
と
い
う
意
味
で
必
然
的

で
あ
る
。

ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
ド
ウ
ル
ー
ズ
に
お
い
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て

も
特
徴
的
な
の
は
、
き
わ
め
て
身
近
で
日
常
的
な
状
態
、
す
な
わ
ち
私

た
ち
を
取
り
巻
く
外
部
の
諸
カ
が
私
た
ち
自
身
の
カ
を
圧
倒
的
に
上

回
っ
て
い
る
た
め
、
私
た
ち
の
精
神
や
身
体
が
受
動
的
感
情
に
よ
っ
て

満
た
さ
れ
て
い
る
状
態
を
、
倫
理
的
・
政
治
的
実
践
の
出
発
点
に
お
い

た
点
に
あ
る
。
「
喜
び
で
は
な
く
悲
し
み
の
感
情
に
満
た
さ
れ
た
こ
の
地

点
こ
そ
、
私
た
ち
が
辿
る
倫
理
的
道
筋
の
出
発
点
に
な
る
。
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
れ
ば
、
喜
び
と
は
私
た
ち
の
力
の
増
大
の
過
程
に
他
な
ら
ず
、
そ

れ
ゆ
え
喜
び
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
・
政
治
的
企
て
の
導
き
の
糸
で

あ
る
」
窃
口
一N
S。

で
は
い
か
に
し
た
ら
、
私
た
ち
は
、
こ
の
能
動
的
感
情
、
す
な
わ
ち

喜
び
の
感
情
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
ド
ゥ
ル
ー

ズ
と
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
身
体
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
部
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分
相
互
の
関
係
か
ら
な
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ

し
て
、
私
た
ち
の
身
体
が
、
も
し
そ
れ
と
共
通
の
関
係
を
有
す
る
他
の

身
体
と
出
会
っ
た
場
合
、
こ
の
共
通
の
関
係
が
、
調
和
性
を
通
し
て
も

う
一
つ
の
新
し
い
関
係
、
一
つ
の
新
し
い
身
体
を
構
成
す
る
機
会
を
保

障
す
る
た
め
、
私
た
ち
の
力
は
増
大
し
、
必
然
的
に
喜
び
の
感
情
に
満

た
さ
れ
る

[
ω
U
H
N
吋
'
N∞
]
。
そ
し
て
、
「
私
た
ち
が
自
ら
と
合
致
す
る
身

体
に
出
会
い
、
喜
び
の
感
情
を
味
わ
う
時
、
私
た
ち
は
そ
の
身
体
と
私

た
ち
の
身
体
と
に
共
通
の
も
の
の
観
念
を
構
成
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
」

窃
F
N
E
}。
悲
し
み
の
感
情
は
、
そ
れ
を
避
け
る
よ
う
に
私
た
ち
を
促

す
の
に
対
し
、
喜
び
の
感
情
は
、
そ
の
感
情
状
態
を
保
持
し
反
復
し
よ

う
と
す
る
傾
向
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
(
共
通
概
念
の
構
成
)
。

そ
し
て
、
ハ
l

ト
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
論
理
は
、
社
会
的
次

元
に
お
け
る
「
〈
群
衆l
多
数
性
〉
の
形
成
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
論
理
と
同
じ
も
の
」
窃
口
一
揺
]
に
他
な
ら
な
い
。
共
通
概
念
の

構
成
に
お
い
て
、
超
越
的
な
理
性
の
発
動
に
よ
る
感
情
の
抑
圧
と
い
う

こ
と
が
い
っ
さ
い
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
が
、
私

た
ち
の
自
然
権
は
、
私
た
ち
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
及
ぶ
と
主
張
す

る
時
司
国
語
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
「
い
か
な
る
社
会
秩
序

で
あ
れ
、
何
ら
か
の
超
越
的
な
境
位
、
諸
力
の
内
在
的
な
場
の
外
に
あ

る
も
の
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
」
、
従
っ

て
「
義
務
や
責
務
と
い
っ
た
概
念
、
あ
る
い
は
契
約
や
代
議
制
と
い
っ

た
仕
組
み
は
ど
れ
も
、
私
た
ち
の
力
の
発
露
に
派
生
し
、
そ
れ
に
依
存

• 89 

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
旬
。
一
挙
星
。

そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
能
動
的
感
情
を
構
成
す
る
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ

よ
う
に
、
最
も
手
近
な
境
位l
l
i

自
分
の
身
体
と
そ
れ
に
適
合
す
る
他
の

身
体
ー
ー
ー
か
ら
始
め
て
、
私
た
ち
は
、
能
動
的
な
身
体
を
様
々
な
他
者
と

の
問
で
形
作
っ
て
い
く
と
と
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
、
受
動
的

感
情
か
ら
能
動
的
感
情
へ
と
移
行
し
た
時
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
社
会

的
地
平
に
お
い
て
、
自
然
権
か
ら
市
民
権
へ
と
移
行
す
る
力
の
増
大
の
道

筋
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
方
法
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に

よ
れ
ば
、
様
々
な
身
体
聞
の
接
触
を
偶
然
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
諸
々

の
出
会
い
を
組
織
す
る
と
と
(
。
円
程
巳
路
Z
2
5
5
2
5

帥
)
」
[
白bs

に

他
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
〈
群
衆
|
多
数
性
〉
の
力
能
は
、
い
っ
さ
い
縮
減
さ
れ
る
と

と
な
く
、
む
し
ろ
強
化
さ
れ
る
形
で
社
会
的
地
平
に
お
け
る
共
同
性
を

形
作
る

{
Q・
8
・2
h

可
処
ロ
]
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
の
核
心
は
、
有

益
で
構
成
可
能
な
諸
関
係
の
創
出
を
促
進
す
る
た
め
に
、
社
会
的
出
会

い
を
組
織
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
自
然
権
は
市
民
権
へ
の
移

行
に
あ
た
っ
て
、
弁
証
法
的
な
社
会
観
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
否
定
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
保
持
さ
れ
強
化
さ
れ
る
」
窃
口
一
語
]

の
で
あ
る
。

ハ
ー
ト
は
こ
の
〈
群
衆
ー
多
数
性
〉
の
諸
々
の
実
践
を
、

「
何
よ
り
も
ま
ず
、
欲
望
と
情
念
の
論
理
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
窃
ロ

H
N
S。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
を
(
群

と
こ
ろ
で
、
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衆
ー
多
数
性
〉
の
実
践
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
「
組
織
化
と
い
う
内

在
的
な
諸
力
、
つ
ま
り
自
然
そ
の
も
の
を
構
築
し
形
成
し
、
急
進
的
・

直
接
的
民
主
主
義
を
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
論
的
、
代
議
制
的
、
道
徳
的
な

秩
序
の
外
側
で
支
え
る
諸
カ
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
く
探
究
す
る
必
要
」

が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
[
宣
丘
。
こ
こ
で
ハ
l

ト
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、

〈
群
衆l
多
数
性
〉
の
実
践
を
検
討
す
る
に
は
、
い
か
な
る
道
徳
的
モ
デ

ル
に
も
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
「
力
」
の
本
性
の
分
析
を
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
分
析
を
通
過
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
モ
デ
ル
を
介
さ
ず
に
〈
群
衆
!
多
数

性
〉
の
集
団
的
力
能
の
合
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
指
摘
に
他
な
ら
な
い
。

私
た
ち
は
、
こ
こ
で
奇
妙
な
業
離
の
印
象
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、

〈
群
衆
|
多
数
性
〉
に
お
け
る
倫
理
性
の
構
築
過
程
を
明
示
し
て
い
る
と

目
さ
れ
る
中
心
的
な
論
文
に
お
い
て
、
ネ
グ
リ
と
ハ
l

ト
両
者
の
論
理

に
差
異
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ネ
グ
リ
は
、

〈
群
衆
多
数
性
〉
が
苧
む
内
的
危
機
を
乗
り
越
え
、
一
つ
の
社
会
的
身

体
と
し
て
そ
れ
が
集
団
的
力
能
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
「
寛
容
」
や
「
愛
」

あ
る
い
は
「
ピ
エ
タ
ス
」
の
要
請
を
必
須
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
、

ハ
!
ト
は
、
愛
や
道
徳
的
タ
l

ム
を
決
し
て
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、
身

体
の
力
の
物
理
学
川
生
理
学
と
そ
の
合
成
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
、
お
よ
び

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
沿
っ
た
実
践
を
通
し
て
、
同
じ
目
的
が
達
成
可
能

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
る

と
、
彼
ら
が
連
名
で
、
た
と
え
ば
『
帝
国
』
に
お
い
て
様
々
な
形
で
「
愛

の
実
践
」
を
訴
え
て
き
た
こ
と
(
注

(
9
)参
照
)
が
、
矛
盾
を
来
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
ピ
エ
タ
ス
と
愛

問
題
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
記
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ

た
一
つ
の
大
き
な
原
因
は
「
ピ
エ
タ
ス
」
の
解
釈
に
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ

ザ
に
お
け
る
と
の
概
念
の
内
実
を
さ
ら
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
と
の
よ

う
な
混
乱
は
避
け
得
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
二
の

線
で
考
え
る
と
、
比
較
的
簡
明
な
整
理
が
可
能
と
な
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自

身
の
定
義
を
再
提
示
す
る
な
ら
ば
、
ピ
エ
タ
ス
と
は
「
私
た
ち
が
理
性

の
導
き
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、
善
を
為
そ

う
と
す
る
欲
望
」
[
何
色S
F
H
]の
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
エ
チ
カ
』
で
、
「
理

性
は
自
然
に
反
す
る
こ
と
は
何
も
要
求
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
理
性
は
、

各
人
が
自
ら
を
愛
す
る
こ
と
、
真
に
有
益
な
自
ら
の
利
益
を
求
め
よ
う

と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
を
よ
り
大
き
な
完
全
性
へ
と
真
に
導
く
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
欲
す
る
こ
と
、
端
的
に
言
え
ば
、
各
人
が
自
ら
の
有
を

で
き
る
限
り
保
持
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
」

[
E
E
担
符
}

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
性
、
が
超
越
的
性

格
を
持
た
ず
、
内
在
的
・
能
動
的
な
欲
望
を
肯
定
す
る
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
は
か
ね
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
[
日
田
ゐ

ω
令
8
4
]、

2ω3 
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方
、
同
様
に
善

(
g
S
)

も
、
「
善
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
喜
び
で

あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
喜
び
に
役
に
立
つ
す
べ
て
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
」

[
思
沼
由
符
]
と
い
う
記
述
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
イ
デ
ア
的
あ
る

い
は
超
越
的
な
性
格
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た

周
知
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
「
自
己
の
有
に
固
執
し

よ
う
と
す
る
努
力
(
円
喜
白
ま
ご
と
し
て
の
衝
動
に
意
識
が
伴
っ
た
の
が

欲
望
で
あ
る
日
吊
竺

ω
♀
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
ピ
エ

タ
ス
は
、
定
義
上
、
内
在
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
しで

は
ネ
グ
リ
も
言
及
し
て
い
た
「
愛
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
で
、
「
愛
(
白
書
ミ
)
と
は
、
外
の
原
因
の
観
念

を
伴
っ
た
喜
び
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
[
E
E
a
f
E
K
F回
忌
]
。
愛

と
は
、
喜
び
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
自
体
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
一
言
う
能
動
的
感

情
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
外

の
原
因
の
観
念
を
伴
っ
て
い
る
(
円S
円S

昔
喜

E
S
S

ミ
ミ
ミ
ミ
)
」

限
り
に
お
け
る
喜
び
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
愛
は
、
そ
の
産
出
に
際
し
、

必
ず
し
も
自
己
自
身
に
内
的
な
基
盤
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
、
様
々

な
外
的
個
物
の
印
象
で
あ
る
想
像
力
(
凡
さ
官
員
芯
)
に
大
き
く
左
右
さ

れ
る
感
情
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
[
E
2
2
0
け
れ
ど
も
ネ
グ
リ
が

『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
l

』
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
耳
切

H

S
中
N
S
]、
一
方
で
、
「
お
の
お
の
の
も
の
は
、
偶
然
に
よ
っ
て
、
喜
び
、

悲
し
み
あ
る
い
は
欲
望
の
原
因
と
な
り
得
る
」
司
亀
戸
印
]
と
い
う
ス
ピ

• 91 

ノ
ザ
の
規
定
は
、
逆
に
も
の
を
表
象
す
る
能
力
と
し
て
の
想
像
力
が
持

つ
、
個
人
性
会
}
超
え
た
社
会
性
や
広
が
り
の
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
愛
が
社
会
性
を
獲
得
し
、
十
全

に
能
動
的
な
感
情
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
次
の
定
理

で
あ
る
。
「
も
し
あ
る
人
が
他
の
人
々
を
喜
び
に
よ
っ
て
触
発
す
る
と
表

象
す
る
あ
る
こ
と
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
あ
る
人
は
喜
び
に
よ
っ
て
触

発
さ
れ
、
ま
た
そ
の
喜
び
が
生
じ
た
原
因
に
は
彼
自
身
の
観
念
、
が
伴
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
自
分
自
身
を
喜
び
を
も
っ
て
観
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
他
の
人
々
を
悲
し
み
に
よ
っ
て
触
発
す
る

と
表
象
す
る
あ
る
こ
と
を
そ
の
人
が
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
逆
に
自

分
自
身
を
、
悲
し
み
を
も
っ
て
観
る
だ
ろ
う
」
冒
ω
B
2
0
こ
こ
で
は
、

愛
の
感
情
が
他
者
に
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
(
た
と

え
偶
然
か
ら
で
あ
れ
)
「
他
者
の
喜
び
」
を
志
向
す
る
な
ら
ば
、
自
分
自

身
を
喜
び
の
原
因
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
示
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
定
理
は
、
「
外
の
原
因
を
伴
っ
た
喜
び
」
で
あ
る

と
規
定
さ
れ
て
い
た
愛
の
、
重
大
な
契
機
の
変
更
で
あ
る
と
同
時
に
、

愛
が
十
全
な
能
動
性
(
自
己
自
身
を
原
因
と
す
る
喜
び
)
へ
と
変
化
す
る

際
の
決
定
的
な
働
き
を
示
し
て
い
る
宮

ω
L
S
'
き
2
0
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
喜
び
の
感
情
を
維
持
す
る
た
め
に
、
人
は
そ
の
実
現
に
向

け
て
積
極
的
に
そ
れ
を
反
復
す
る
形
で
行
動
す
る
よ
う
に
な
る

[
開ω司
N∞
'
N申
]
。

そ
し
て
こ
の
感
情
は
、
寛
容
の
徳
の
基
礎
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
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「
憎
し
み
は
憎
み
返
し
に
よ
っ
て
増
大
さ
れ
、
ま
た
反
対
に
愛
に
よ
っ
て

除
去
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
[
思

E
S

と
い
う
定
理
に
始
ま
る
『
エ

チ
カ
』
の
一
連
の
定
理
は
、
葛
藤
と
敵
対
性
の
た
だ
中
で
、
そ
れ
を
転

位
さ
せ
、
よ
り
高
次
の
存
在
を
構
成
し
て
い
く
働
き
と
し
て
の
愛
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
用
を
語
っ
て
い
る
。
ネ
グ
リ
は
愛
と
憎
し
み
と
い
う

基
礎
感
情
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
定
理
に
関
連
し
て
、
『
野
生
の
ア
ノ
マ

リ

l

』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

N
。
]
戸
]

こ
こ
で
ネ
グ
リ
が
繰
り
返
し
、
「
存
在
の
よ
り
高
次
の
諸
段
階
(
2・

宮
口
。
江
嶋
田
島
E
色
-
5
8
5
ご
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
と
に
注
目
し
た

い
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
愛
の
働
き
を
、
他
者
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
逆
に
自
己
を
原
因
と
す
る
能
動
的
な
喜
び
に
転
化
し
得
る
感
情
で
あ

る
と
同
時
に
、
敵
意
や
葛
藤
を
原
動
力
に
、
そ
の
複
雑
性
と
緊
張
を
止

揚
す
る
こ
と
な
く
引
き
受
け
な
が
ら
存
在
の
質
的
水
準
を
ひ
き
上
げ
る

力
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ネ
グ
リ
の
語
る
ピ

エ
タ
ス
や
寛
容
や
愛
と
い
う
諸
徳
が
、
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
語
る

意
味
で
の
そ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
得
る
な
ら
ば
、
先

に
疑
念
の
生
じ
た
よ
う
に
、
彼
の
一
言
説
は
必
ず
し
も
超
越
的
あ
る
い
は

義
務
論
的
な
道
徳
規
範
の
復
活
や
唱
導
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

そ
れ
に
従
え
ば
、
喜
び
の
感
情
を
強
調
し
、
身
体
の
力
の
物
理
学
H

生
理
学
的
な
内
在
的
プ
ロ
セ
ス
の
理
解
を
重
視
し
て
い
た
ハ
l

ト
の
立

場
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ネ
グ
リ
の
立
場
と
両
立
で
き
る
と
い
う
説

明
が
可
能
と
な
る
。
先
の
論
文
で
も
ハ
l

ト
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
民
主
主

義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ネ
グ
リ
が
(
構
成
(
円
。
国
田
C
E
E
ロ
)
)
と
呼

ん
だ
存
在
論
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
た
め
に
は
ド
ワ
ル
i

ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
に
関
す
る
洞
察
が
決
定
的
な
意

義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
た
窃

U
H
N
S。
「
最
大
限
の
喜
び

2003 
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こ
こ
ま
で
分
析
し
て
き
た
〔
愛
と
憎
し
み
の
〕
動
力
学
の
葛
藤
的
な

基
礎
は
、
こ
う
し
て
〔
存
在
の
〕
質
的
に
よ
り
高
次
の
段
階
に
よ
っ

て
重
層
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

(
愛
と
憎
し
み
と
い
う
〕
情
動
の
複
合
的
な
動
力
学
は
、
存
在
の
よ
り

高
次
の
諸
段
階
に
向
け
て
展
開
す
る
に
つ
れ
て
、
敵
意
と
相
互
破
壊

の
力
を
否
認
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
力
を
中
心
的
な
も
の
と
し
て
引
き
受
け
、

そ
の
強
度
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
拡
張
性
と
は
、
破
壊
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
事
態
が
起
こ
る
の
は
、
成
長
な
い
し
生
命
過
程
の

過
剰
の
中
に
お
い
て
で
あ
り
、
存
在
の
よ
り
高
次
の
諸
段
階
へ
の
不

断
の
自
己
規
定
に
お
い
て
で
あ
る
。
力
動
説
と
は
転
位
に
他
な
ら
な

い
|
l
l

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
よ
り
高
次
の
レ
ベ
ル
の

存
在
論
的
複
雑
性
へ
と
到
達
し
つ
つ
な
さ
れ
る
突
然
の
反
転
、
情
動

と
そ
の
存
在
論
的
な
決
定
性
の
組
織
的
な
再
定
義
な
の
で
あ
る
。
[
〉
ω
日
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の
感
情
を
経
験
す
る
」
[
E
P
]と
い
う
倫
理
的
定
式
へ
の
一
つ
の
応
答

が
愛
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
ド
ヮ
ル
!
ズ
が
明
ら
か
に
し
た
「
喜
び

の
増
大
」
を
目
指
し
て
組
み
上
げ
ら
れ
る
存
在
の
物
理
学
u

生
理
学
は
、

ネ
グ
リ
の
主
張
す
る
よ
う
な
、
よ
り
高
次
の
水
準
に
お
け
る
存
在
の
強

度
の
表
現
で
あ
る
「
愛
の
実
践
」
へ
と
、
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
な
く

移
行
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
共
同
著
作
に
お

い
て
愛
を
強
調
す
る
叙
述
を
行
っ
て
い
て
も
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
だ
ろ

A
-ノ
。

四

聞
い
を
聞
い
た
ま
ま
で

• 
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
l

ト
の
議
論
を
ネ
グ
リ
の
議
論
に
、
内
在
性
と

い
う
観
点
か
ら
、
矛
盾
な
く
組
み
込
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
(
ハi
ト
が

解
釈
し
た
限
り
に
お
け
る
と
は
言
え
)
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
政
治
的
・
倫
理
的

立
場
が
、
ネ
グ
リ
の
補
完
的
な
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
評

価
を
導
き
出
し
か
ね
な
い
。
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
精
神
を
唯
物
論
的
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
自

ら
の
使
命
と
し
、
内
在
の
立
場
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
様
々
な
著
作
の

決
定
的
な
箇
所
で
「
愛
」
の
価
値
を
訴
え
る
ネ
グ
民
と
、
内
在
性
の
擁

護
を
自
ら
の
哲
学
の
最
重
要
の
課
題
に
し
つ
つ
も
「
愛
」
に
つ
い
て
あ

ま
り
多
く
は
語
ら
ず
、
た
と
え
ば
D
-
H
・
ロ
レ
ン
ス
の
『
黙
示
録
論
』

を
「
群
衆
の
政
治
学
」
と
し
て
読
解
す
る
営
み
を
通
し
て
、
む
し
ろ
「
愛

93 

す
る
と
と
を
や
め
る
こ
と

(
3
5
ニ
・
2
5

円
)
」
ヨ
?
畠
に
積
極
的
な

価
値
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
す
ら
み
な
し
得
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
。
こ
の
二

人
の
思
想
的
関
係
が
、
い
っ
さ
い
の
矛
盾
な
き
一
方
の
他
方
へ
の
単
な

る
「
補
完
」
や
「
充
当
」
で
終
わ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
。

ま
た
、
仮
に
内
在
と
い
う
観
点
か
ら
、
ネ
グ
リ
や
ハ1
ト
や
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
議
論
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
説
明
可
能
だ
と
し
て
も
、
ネ
グ
リ
と
ハ
ー

ト
、
が
ス
ピ
ノ
ザ
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
表
明
し
て
い
る
「
愛
こ
そ
、

諸
々
の
特
異
性
の
解
放
に
至
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
だ
一
つ
の
基
礎
」

で
あ
り
、
「
集
団
的
生
活
の
倫
理
的
紳
」
で
あ
る
と
の
主
張
冒
?
混
]

が
、
彼
ら
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
で
は
愛
を
、
そ
う

し
た
集
団
性
構
築
の
必
要
条
件
あ
る
い
は
十
分
条
件
と
仮
定
し
て
も
よ

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
く
る
。
た
と
え
宗
教
が
「
隣
人

を
愛
す
る
こ
と
」
や
「
他
人
の
権
利
を
自
分
の
権
利
と
同
様
に
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
呼
び
か
け
て
も
「
感
情
に
対
し
て
は
ほ
ど

ん
ど
効
果
無
し
で
あ
る
」
司E
k
g
と
い
う
事
態
を
前
提
に
政
治
論
を
繕

想
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
共
同
体
の
構
成
と
い
う
主

題
は
、
そ
の
発
生
の
機
序
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
共
同
体
を
維
持
し
、

成
員
の
活
動
力
の
増
大
(
能
動
的
な
感
情
の
産
出
)
を
持
続
的
に
保
障
す

る
シ
ス
テ
ム
|
|
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
成
員
の
道
徳
的
な
感

情
の
表
出
と
は
「
無
縁
」
の
仕
組
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

[
Q・
司
冨
]

|
|
の
具
体
的
な
構
築
プ
ロ
セ
ス
や
現
実
化
の
契
機
の
探
究
に
ま
で
進

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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以
上
、
検
討
を
重
ね
て
き
た
本
稿
の
議
論
は
、
新
た
な
未
解
決
の
問

題
を
惹
起
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ず
、
様
々
な
問
い
は
ほ
と
ん
ど

閉
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
経
た
後
で
も
私
た
ち
は
、

〈
群
衆
l多
数
性
〉
と
そ
こ
に
お
け
る
倫
理
性
あ
る
い
は
そ
の
統
治
形
式

を
め
ぐ
る
緊
張
を
苧
ん
だ
聞
い
の
ま
わ
り
を
、
思
想
的
に
も
実
践
的
に

も
、
依
然
と
し
て
廻
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
社
会
化
の
形
式
的
条
件
で
あ
り
、
共
同
体
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
知
的
愛

の
存
在
論
的
条
件
を
な
す
一
方
で
、
こ
の
知
的
愛
の
み
が
、
「
ハ
群
衆
l

多

数
性
〉
の
力
を
絶
対
的
な
政
治
秩
序
の
統
一
性
と
し
て
の
決
定
へ
と
導
く

現
実
的
な
メ
カ
=
ズ
ム
」
を
描
き
出
す
主
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
宮
巴
印


E
S
。
彼
に
よ
れ
ば
愛
は
「
集
合
的
行
為
」
で
あ
り
「
人
間
の
協
業
的
本

質
」
で
あ
り
「
存
在
者
が
絶
対
的
な
も
の
へ
向
か
っ
て
自
ら
の
限
界
を
超

え
て
い
く
活
動
的
な
経
験
」

[
F
E
E
-
]

に
他
な
ら
な
い
。

(
4
)た
と
え
ば
「
相
互
寛
容
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
ド
ウ
ル
|
ズ
の
場
合
、

徳
と
い
う
よ
り
、
一
つ
の
「
問
い
か
け
」
、
あ
る
い
は
「
試
み
」
や
「
実

験
」
と
い
う
経
験
論
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
よ
り
前
面
に
出
る
。
「
諸
々
の
個

体
が
ど
の
よ
う
に
合
成
し
合
っ
て
、
よ
り
高
次
の
一
つ
の
個
体
を
形
成
し
、

つ
い
に
は
無
限
に
至
る
か
。
い
か
に
し
て
一
つ
の
存
在
は
、
相
手
の
持
つ

固
有
の
構
成
関
係
や
世
界
を
保
ち
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
尊
重
し
な
が
ら
、

他
の
存
在
を
自
ら
の
世
界
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
こ
の

点
か
ら
見
て
、
た
と
え
ば
、
今
と
は
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
社
会
性
に
は
ど

ん
な
形
が
あ
り
得
る
か
。
(
l
i
-
-
E
)
も
は
や
問
題
は
、
〈
自
然
〉
の
シ
ン

フ
ォ
ニ
ー
、
次
第
に
拡
張
し
つ
つ
強
度
を
増
し
て
い
く
一
つ
の
世
界
の
構

成
と
な
る
の
で
あ
る
」

[
m
M
f
g
s
o

(
5
)ち
な
み
に
ネ
グ
リ
は
、
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
l

』
で
は
、
ピ
ヱ
タ
ス
の
問

題
を
主
題
と
し
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。
ド
ゥ
ルl
ズ
は
『
ス
ピ
ノ
ザ
左

表
現
の
問
題
』
(
一
九
六
八
)
に
お
い
て
、
「
ピ
エ
タ
ス
や
宗
教
心
(
ミ
位
。
)

は
、
常
に
私
た
ち
の
活
動
力
に
関
係
し
て
い
る
」
[
印
刷
ゐ
怠
】
と
指
摘
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
E
E

叶
印n
y
何
事E
Y
E
E
g
n

な
ど
の
参
照
を
促
し
つ

つ
、
「
な
る
ほ
ど
理
性
は
、
自
ら
の
た
め
に
、
ピ
エ
タ
ス
や
宗
教
、
む
を
含

む
だ
ろ
う
し
、
理
性
の
提
や
規
則
や
〈
命
令
〉
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
命
令
の
リ
ス
ト
は
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が

義
務
で
は
な
く
、
精
神
の
(
強
さ
)
と
活
動
力
に
関
す
る
生
の
規
範
に
他

な
ら
な
い
こ
と
を
十
分
に
示
し
て
い
る
」
白

F
E・
]
ど
述
べ
、
あ
く
ま
で
も

zω3 

• 思想史研究における「現場」の諸相

(
あ
さ
の
・
と
し
ゃ
/
哲
学
)

注(
1
)
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
い
た
遣
怠
s
s
k
o
に
由
来
す
る
ネ
グ
リ
と
ハ
l

ト
の
〈
群

キ
多
数
性
〉
と
い
う
用
語
は
、
英
語
・
仏
語
で
は
自
己t
c号
、
独
語
で

は
冨
自
問
。
(
な
い
し
そ
れ
を
含
意
し
た
上
で
話
巳
U
E
H
)と
翻
訳
さ
れ
て

い
る
が
、
日
本
で
は
「
群
衆
」
「
民
衆
」
「
大
衆
」
「
多
数
者
」
「
多
数
者
"

多
数
性
」
「
群
衆
1

数
多
性
」
、
あ
る
い
は
英
語
読
み
の
ま
ま
「
マ
ル
チ

チ
ュ
l

ド
」
な
ど
と
様
々
に
訳
さ
れ
て
お
り
確
定
し
た
訳
語
は
な
い
。
本

稿
に
お
け
る
用
法
も
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
に
は
、
本
稿
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
強
調
す
る
た
め
に
す
べ
て
〈
〉
を
施
し
た
。

(
2
)
一
方
、
『
帝
国
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
ネ
グ
リ
の
『
カ
イ
ロ
ス
、

ア
ル
マ
・
ヴ
ェ
ヌ
ス
、
ム
ル
チ
チ
ュ
l

ド
』
(
二
0
0
0
)
で
は
、
ま
さ

に
「
〈
群
衆
多
数
性
〉
」
と
い
う
主
題
に
一
章
が
割
か
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
で
は
、
こ
の
概
念
に
内
包
さ
れ
る
諸
問
題
の
論
述
と
い
う
よ
り
、
こ
の

概
念
を
別
の
諸
概
Aや
!
|
「
生
き
た
労
働
」
「
時
間
の
構
成
」
「
共
通
の
も

の
」
「
決
定
」
な
ど
ー
ー
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の

多
義
性
を
際
立
た
た
せ
る
方
向
が
採
ら
れ
て
い
る
実
〉
二
区
目
ミ
N
]。

(
3
)
ネ
グ
リ
は
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
反
近
代
性
」
(
一
九
九
一
)
と
い
う
論
文
に
お

い
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
知
的
愛
」
を
人
間
の
集
団
的
本
質
と
し
、
そ
れ
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ピ
エ
タ
ス
が
超
越
的
な
「
道
徳
」
で
は
な
く
、
内
在
的
な
「
力
」
の
問
題

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

(
6
)
既
掲
の
『
カ
イ
ロ
ス
』
で
ネ
グ
リ
は
「
生
政
治
的
な
力
と
し
て
の
愛

は
、
絶
対
的
内
在
性
、
産
出
す
る
内
在
性
の
別
名
で
あ
る
」R
K
F
5
3

し
乙
述
べ
、
愛
の
超
越
的
な
性
格
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
確
か
に
ネ
グ
リ

が
「
愛
」
を
語
る
際
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
が
同
時
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
多

い
(
注

(
3
)
(
7
)を
参
照
)
。
し
か
し
一
方
で
、
明
ら
か
に
愛
を
義
務

と
し
て
語
っ
て
い
る
言
説
冒
H
-
a
]
や
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
左
の
関

連
づ
け
を
試
み
て
い
る
箇
所
(
注

(
9
)参
照
)
な
ど
も
あ
る
(
愛
を
主

題
に
し
た

R
K
F
L
Sム
N
H
]、
特
に
E

ミ
宮
句
の
価
値
を
論
じ
た
[
同
k
r
h

H
H
ω
'ロ
品
]
を
参
照
)
。
ネ
グ
リ
が
愛
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、
(
群
衆l
多
数
性
〉
の
創
造
的
・
闘
争
的
実
践
の
要
に

関
わ
る
問
題
で
あ
る
だ
け
に
(
注

(
9
)参
照
)
さ
ら
に
詳
細
な
解
明
が

必
要
で
あ
ろ
う
(
こ
の
よ
う
な
ネ
グ
リ
の
一
見
ロ
マ
ン
主
義
的
な
姿
勢
は
、

イ
タ
リ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
主
体
主
義
(
自
問2
5
E
B

。
)
」
や
「
主

意
主
義

(
g
-
s
g
ロ
ω
B

。
)
」
の
影
響
を
肯
定
的
に
摂
取
し
た
結
果
で
は
な

い
か
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ネ
グ
リ
が
そ
れ
ら
双
方
に
つ
い
て
、
む

し
ろ
大
衆
の
主
観
性
の
生
産
と
い
う
観
点
か
ら
「
時
代
遅
れ
」
|
|
な
い

し
「
的
は
ず
れ
」
ー
ー
と
断
じ
、
七
0
年
代
初
頭
の
運
動
か
ら
決
定
的
に

挟
を
分
か
っ
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
ハ
i

ト
の
論
文
3
9
8
や
N
C吋
]

を
参
照
)
。

(
7
)
か
ね
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
言
及
し
な
が
ら
「
愛
の
み
が
権
力
と
知
と
の
関
係
性

を
決
定
で
き
る
」
[
司
印
・
5
2

と
主
張
し
て
い
た
ネ
グ
リ
は
、
『
構
成
的
権

力
』
(
一
九
九
七
)
の
中
で
も
、
愛
を
「
自
然
か
ら
文
明
へ
の
移
行
の
鍵
」

と
捉
え
百
円
い
い
き
印
]
、
や
は
り
ス
ピ
ノ
ザ
を
引
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
「
人
間
的
創
造
性
は
、
倫
理
的
に
、
愛
と
喜
び
が
存
在
論
的
過

程
の
持
続
的
リ
ズ
ム
を
断
ち
切
る
時
に
生
じ
る
。
こ
こ
で
愛
は
、
神
性
、

絶
対
性
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
結
合
を
通
っ
て
、
愛
は
社
会
に
回
帰

し
、
そ
れ
を
再
び
活
性
化
す
る
の
で
あ
る
。
(
・
:
:
)
愛
が
介
入
し
、
喜

び
が
悲
し
み
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
時
、
存
在
は
刷
新
さ
れ
る
。
構
成
的
権

力
が
全
面
的
に
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
可
。
日
串N
S
o

(
8
)群
衆
心
理
の
分
析
と
個
的
特
異
性
の
救
済
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
点
で
本

稿
の
主
題
と
も
関
係
の
深
い
ご
一
l

チ
ェ
と
聖
パ
ウ
口
、
ロ
レ
ン
ス
と
パ

ト
モ
ス
の
ヨ
ハ
ネ
」
(
一
九
七
八
)
と
い
う
論
考

(
F
・
ド
ゥ
ル
l

ズ
と

の
共
著
)
の
中
で
ド
ゥ
ル
l

ズ
は
、
愛
が
「
諸
々
の
主
体
と
諸
々
の
客
体

を
鋳
造
す
る
虚
偽
の
連
結
」

[
Z
F
H
叶
C
]
で
あ
る
可
能
性
と
、
そ
れ
が
「
自

我
」
を
構
成
し
て
し
ま
う
危
険
性
に
つ
い
て
指
摘
し
2
F
る
∞
]
、
そ
れ
と

は
対
照
的
に
、
彼
が
ス
ピ
ノ
ザ
論
や
ニ
l

チ
エ
論
で
か
ね
て
展
開
し
て
き

た
「
活
け
る
自
然
の
論
理
」
と
「
流
れ
」
を
肯
定
し
て
い
た

2
r
g
'さ
]
。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
彼
の
思
想
の
一
つ
の
核
心
を
な
し
て
い
る
(
そ
の
限

り
で
ハ
l

ト
が
先
の
論
文
で
も
著
書
で
も
、
ド
ゥ
ル
l

ズ
の
実
践
哲
学
の

中
核
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
際
、
愛
と
い
う
夕
|
ム
を
一
度
も
採
用
し
て

い
な
い
点
は
、
彼
の
思
想
の
祖
述
と
い
う
観
点
か
ら
は
妥
当
と
み
な
し
得

る
)
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ル
!
ズ
の
こ
の
よ
う
な
言
明
か
ら
い
か
な
る
具
体

的
な
「
政
治
的
・
社
会
的
」
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
別

途
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
l

』
等
の
論
述
を
全

体
と
し
て
見
る
限
り
、
ネ
グ
リ
と
ド
ゥ
ル
i

ズ
が
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い

る
対
象
が
(
逆
説
的
に
も
)
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
推
察
で
き
る
だ
け
に
、

愛
を
め
ぐ
る
発
言
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
彼
ら
の
思
想
上
/
言
説
戦
略

上
の
差
異
と
そ
の
実
践
的
帰
結
に
は
、
な
お
注
意
が
払
わ
れ
て
よ
い
[
わ
同


E
M
U
N∞
一4
1「
一
口
C
お
よ
び
注

(
4
)も
]
0

(
9
)
実
際
、
『
帝
国
』
に
お
い
て
愛
は
、
〈
群
衆
多
数
性
〉
の
〈
帝
国
〉
に
対

す
る
闘
争
の
別
名
で
あ
る
。
「
〈
群
衆l
多
数
性
〉
の
潜
在
的
な
諸
カ
は
完

全
に
能
動
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
の
〈
対
抗l存
在
〉
は
(
対

他
存
在
て
す
な
わ
ち
、
愛
と
共
同
体
へ
と
生
成
す
る
抵
抗
だ
か
ら
で
あ

る
」
{
何
回Jg
Z
「
こ
の
闘
争
が
、
抵
抗
を
対
抗
権
力
に
、
反
乱
を
愛
の
企
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ひ
と
と
ひ
と
の
〈
あ
い
だ
〉

K

さ
ん
、
わ
た
し
が
書
い
た
小
さ
な
本
『
正
義
』
を
あ
な
た
に
お
贈
り

し
た
折
り
、
あ
な
た
か
ら
詳
細
に
わ
た
る
手
厳
し
い
ご
批
評
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
無
礼
に
も
わ
た
し
か
ら
ば
何
の
応
答
も
し
な
い
ま
ま

に
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
な
た
は
、
先
日
、

近
況
を
報
告
し
て
ほ
し
い
、
と
の
お
便
り
を
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

遅
ま
き
な
が
ら
、
ご
批
評
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
も
こ
め
て
、
日
頃
の
無

礼
へ
の
お
詫
び
も
こ
め
て
、
こ
こ
に
近
況
報
告
が
て
ら
、
お
便
り
を
書
か

せ
て
い
だ
た
き
ま
す
。

K
さ
ん
、
あ
な
た
が
『
正
義
』
の
な
か
で
気
に
入
っ
て
く
だ
さ
っ
た
箇

所
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
は
、
あ
な

97 • 

特
集

国

思
想
史
研
究
の
新
た
な
展
開
に
む
け
て

E 

思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
現
場
」
の
諸
相

た
と
な
ん
と
か
分
か
ち
合
え
る
だ
ろ
う
と
わ
た
し
が
期
待
で
き
そ
う
な
事

柄
を
こ
こ
に
確
認
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
す
。

「
:
:
:
こ
れ
ま
で
の
「
正
義
」
論
に
は
、
国
家
や
市
場
と
い
う
制
度
の

よ
さ
/
悪
さ
を
論
ず
る
も
の
が
多
い
:
:
・
の
だ
が
、
と
の
本
で
は
こ
う

し
た
制
度
の
よ
さ
/
悪
さ
を
真
正
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ

う
し
た
国
家
や
市
場
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
制
度
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、

ひ
と
と
ひ
と
の
〈
あ
い
だ
〉
で
の
ミ
ク
ロ
な
出
来
事
、
営
み
と
い
う
点

か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ひ
と
と
ひ
と
の
(
あ
い
だ
〉
で
、
互
い
に

呼
び
か
け
ら
れ
て
は
応
じ
(
あ
る
い
は
応
じ
そ
こ
な
い
て
応
じ
ら
れ
て
は

呼
び
か
け
る
(
あ
る
い
は
呼
び
か
け
そ
こ
な
う
)
、
ひ
と
と
ひ
と
の
や
り
と

り
の
プ
ロ
セ
ス
(
そ
の
失
敗
)
を
重
視
し
た
同
。
」
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「
:
:
:
呼
応
関
係
を
維
持
(
場
合
に
よ
っ
て
は
台
無
し
に
)
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
身
に
か
か
わ
り
傷
つ
き
ゃ
す
く
、
傷
つ
け
や
す
い
ひ
と
と

ひ
と
の
〈
あ
い
だ
〉
。
互
い
に
な
に
ほ
ど
か
当
て
に
し
つ
つ
、
頼
ら
ざ
る

を
え
な
い
ひ
と
と
ひ
と
の
〈
あ
い
だ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ひ
と
に
と
っ
て
は

抱
え
き
る
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
余
剰
に
満
ち
た
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ

え
に
歓
び
を
も
た
ら
す
が
、
同
時
に
場
合
に
よ
っ
て
は
と
て
も
し
ん
ど

く
、
苦
し
く
、
ス
ツ
キ
リ
と
清
算
し
た
い
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
ひ

と
と
ひ
と
の
(
あ
い
だ
〉
。
脆
く
殻
れ
や
す
い
が
ゆ
え
に
、
か
け
、
オ
ー
が

な
い
と
(
毅
れ
た
後
で
身
に
つ
ま
さ
れ
て
)
気
づ
か
さ
れ
も
す
る
〈
あ
い
だ
〉
。
」

す

生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難

ひ
と
と
ひ
と
の
〈
あ
い
だ
〉
で
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
う
ち

で
、
あ
る
ひ
と
/
ひ
と
た
ち
に
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
を
も
た

ら
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
シ
ュ
ク
ラ
ー
で
あ
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
も
「
残

酷
さ
」
「
恐
怖
感
を
い
だ
く
こ
と
へ
の
恐
怖
」
を
第
一
義
的
な
こ
と
が
ら
と

し
て
あ
げ
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
が

そ
れ
を
抱
え
る
ひ
と
/
ひ
と
た
ち
の
周
り
に
い
る
者
か
ら
み
て
、
そ
の
当

人
自
身
の
不
運
(
自
訪
問
。
洋
己
目
立
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
き
、
と
の

生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
は
、
当
人
だ
け
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
と

し
て
、
他
人
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
当
人
に
よ
っ
て
も
み
な
さ
れ
て

し
ま
う
。
あ
た
か
も
自
然
災
害
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
そ
う
な
る
と
、
当

人
だ
け
が
こ
の
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
を
抱
え
て
生
き
る
。
生

き
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
生
き
難
さ
、
生

き
づ
ら
さ
、
苦
難
の
あ
ま
り
、
生
き
る
こ
と
を
放
棄
し
も
す
る
で
し
ょ
う

し
、
放
棄
す
る
に
ま
か
さ
れ
も
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
生
き
難
き
、
生
き

づ
ら
さ
、
苦
難
そ
の
も
の
を
も
た
ら
し
た
、
あ
る
出
来
事
が
、
ひ
と
と
ひ

と
の
〈
あ
い
だ
〉
で
、
そ
の
意
味
で
社
会
的
に
生
起
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
で
す
。

し
か
し
、
み
ず
か
ら
が
抱
え
る
、
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
と
思
い
な

す
、
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
は
実
は
自
然
に
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
?
不
運
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

2003 

思想史研究における「現場」の諸相

わ
た
し
は
、
「
正
義
」
に
ま
つ
わ
っ
て
な
に
か
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

上
に
引
用
し
た
場
面
か
ら
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
よ
う
な
場
面
に
い
っ
た
ん
は
身
を
ひ
た
し
た
う
え
で
し
か
問
題
は
立
て

て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
思
い
な
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
は
い
ま
で
も
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
そ
の
後
、
こ
の
小
さ
な
本
で
も
扱
っ
た
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
シ
ユ

ク
ラ
!
の
「
恐
怖
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
や
『
不
正
義
の
相
組
』
を
読
み
返

し
た
り
、
こ
の
シ
ユ
ク
ラ

l

の
思
考
の
流
れ
に
沿
う
か
た
ち
で
蓄
え
ら
れ

て
き
た
そ
の
他
の
仕
乾
を
読
ん
だ
り
、
ま
さ
に
「
悲
鳴
を
あ
げ
る
身
両
」

に
寄
り
添
う
な
か
か
ら
絞
り
出
さ
れ
て
き
た
仕
事
に
接
し
た
り
す
る
な
か

で
、
い
わ
ば
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
と
で
も
い
う
よ
う
な
方
向
性
が
垣
間

見
え
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
方
向
性
を
、
つ
ま
り

わ
た
し
が
こ
れ
か
ら
歩
も
う
と
思
っ
て
い
る
道
筋
を
、
と
も
か
く
あ
な
た

に
伝
え
て
お
く
た
め
に
、
す
こ
し
で
も
言
葉
を
紡
い
で
お
こ
う
と
思
い
ま

社会思想史研究 No.27
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か
?
|
|
そ
う
、
感
じ
ら
れ
た
と
き
。
あ
る
い
は
、
そ
う
感
じ
る
、
感
じ

て
よ
い
と
思
え
る
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
た
と
き
(
そ
の
と
き
に
は
、
だ
れ
か

が
そ
こ
で
そ
の
感
じ
を
受
け
止
め
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の

だ
れ
か
は
、
あ
な
た
の
そ
う
し
た
感
じ
が
浮
か
び
上
が
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
)
。
他
人
の
日
か
ら
み
れ
ば
P

振
り
乱
し
、
取
り
乱
し
H
に
す

ぎ
な
い
よ
う
な
姿
で
、
そ
の
よ
う
な
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
か

ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
助
け
を
乞
う
と
き
o
i
l
-

自
分
が
、
他
人
に

対
し
て
、
身
の
周
り
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
統
治
・
政

府
に
対
し
て
、
お
お
げ
さ
に
言
え
ば
世
界
そ
の
も
の
に
対
し
て
期
待
し
て

よ
い
、
期
待
し
て
当
然
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
ら
が
妨
げ
ら
れ
た
、
台
無

し
に
さ
れ
た
、
成
就
さ
れ
う
る
約
束
と
し
て
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
裏
切

ら
れ
た
、
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
は
、
不

運
と
し
て
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
よ
い
、
そ
の
よ

う
に
要
求
し
て
よ
い
は
ず
の
不
正
な
行
な
い
で
あ
る
と
、
そ
う
感
じ
ら
れ

た
と
き
。
そ
の
と
き
に
、
ひ
と
は
み
ず
か
ら
の
不
正
義
感
覚
を
あ
ら
わ
す

手
立
て
を
見
い
だ
し
、
実
際
に
話
し
か
け
、
他
人
に
対
し
て
、
身
の
周
り

の
人
た
ち
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
統
治
・
政
府
に
対
し
て
、
不
平
・

不
満
の
訴
え
か
け
を
行
な
う
o
l
-
-

こ
れ
こ
そ
、
シ
ュ
ク
ラ
ー
が
『
不
正

義
の
相
貌
』
で
「
不
正
義
感
覚
」
「
不
運
と
不
正
義
の
区
別
」
と
い
う
こ
と

で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
現
場
面
で
し
た
。

冒
頭
で
、
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
〈
不
正
義
の

経
験
〉
と
い
う
こ
と
で
ひ
と
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、

K
さ
ん
、

あ
な
た
に
は
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
ほ
ど
繰
り
返
し
語
っ
て
き
た
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
が
、
生
き
難
さ
、
生
き
づ
ら
さ
、
苦
難
を
抱
え
た
、
抱
え
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込
ま
ざ
る
を
え
な
い
当
事
者
が
み
ず
か
ら
の
苦
を
不
運
と
し
て
で
は
な
く
、

不
正
義
と
し
て
捉
え
返
す
経
験
、
こ
れ
を
こ
そ
し
か
と
見
定
め
て
お
き
た

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

内
吉
田
園
回
開
』
回
国
広
門
市

岡
野
八
代
さ
ん
が
、
こ
う
し
た
シ
ュ
ク
ラ

l

の
議
論
を
、
独
自
の
ア
l

レ
ン
ト
読
解
と
絡
め
な
が
ら
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」

に
お
け
る
正
義
と
は
何
か
を
思
索
す
る
な
か
で
、
『
法
の
攻
治
学
』
と
し
て

さ
ら
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
岡
野
さ
ん
の
こ
の
本
の
な
か
で

と
り
わ
け
「
第
四
章
暴
力
・
こ
と
ば
・
世
界
に
つ
い
て
」
を
(
「
あ
と
が

き
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
)
読
む
の
が
好
き
な
の
で
す
が
、
こ
の
章
か
ら
言
葉

を
引
い
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
い
っ
さ
い
の
抵
抗
を
拒
む
圧
倒
的
暴
力
で
あ
る
テ
ロ
ル
で
あ
っ
て

も
、
一
人
ひ
と
り
か
ら
こ
と
ば
を
発
す
る
能
力
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
、
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
、
こ
と
ば
が
挿
入
さ
れ
る
関
係
性

の
網
の
目
、
つ
ま
り
、
こ
と
ば
の
通
路
を
破
壊
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ

は
結
果
と
し
て
、
こ
と
ば
を
破
壊
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ

O
i
-
-
-

し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
関
係
性
の
網
の
目
の
破
壊
も
詳
細
に
分
析
す
る
な
ら

ば
、
関
係
性
の
網
の
目
の
破
壊
と
、
こ
と
ば
を
関
係
性
の
網
の
日
へ
挿

入
す
る
力
を
ひ
と
か
ら
奪
う
、
と
い
っ
た
両
面
を
持
っ
て
い
る
」

「
あ
る
物
理
的
な
暴
力
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
取
り
返
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す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
と
ば
を
破

壊
す
る
暴
力
を
前
に
無
力
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
た
し
た

ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
沈
黙
を
課
す
暴
力
や
、
〈
わ
た
し
〉
と

あ
な
た
(
た
ち
)
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
豊
か
な
世
界
を
一
つ
の
物

語
へ
と
切
り
つ
め
て
し
ま
う
暴
力
に
抗
し
て
、
い
か
に
小
さ
な
声
と
沈

黙
で
あ
ろ
う
と
も
、
〈
わ
た
し
〉
と
他
者
の
あ
い
だ
に
存
在
す
べ
き
豊
か

な
文
脈
を
紡
ぎ
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
正
当
に
扱

う
こ
と
号
吉
岡
吉
弘
再
開
な
の
だ
。
」

「
地
上
の
平
和
は
家
庭
か
ら
|
|
女
性
解
放
運
動
か
ら
の
省
察
」

る
論
文
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

と
題
す

2政)3

• 思想史研究における「現場」の諸相

こ
う
し
た
、
岡
野
さ
ん
が
注
目
し
て
い
る
、
「
あ
る
物
理
的
な
暴
力
が
な

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
取
り
返
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と

い
う
事
態
を
前
に
、
号
宮
間
吉
田t
g

が
可
能
か
、
と
い
う
問
い
に
応
え
よ

う
と
し
て
い
る
法
実
践
家
の
ひ
と
り
に
、
マ

l

サ
・
ミ
ノ
ウ
さ
ん
が
い
ま

す
。
彼
女
は
『
復
讐
と
赦
し
の
間
で
』
で
は
、
ア
バ
ル
ト
へ
イ
ト
以
後
の

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
お
け
る
真
実
和
解
委
員
会
の
取
り
組
み
を
論
じ
て

お
り
、
そ
の
後
、
彼
女
が
リ
l

ド
役
と
な
っ
た
論
文
集
『
憎
悪
の
循
環
を

断
ち
切
る
』
で
は
、
「
記
憶
と
憎
悪l
i

世
界
中
か
ら
の
教
訓
は
あ
る
の

か
?
」
「
憎
悪
を
規
制
す
る
|
|
誰
の
発
話
?
誰
の
犯
罪
?
誰
の

権
力
?
」
「
諸
国
民
の
間
で
、
親
密
な
者
た
ち
の
聞
で
|
|
法
は
暴
力
を

阻
止
で
き
る
か
?
」
と
い
う
テ
l

マ
を
扱
っ
て
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
彼
女
の
議
論
を
簡
単
に
要
約
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
ジ
ュ
デ
ィ

ス
・
ハ
1
7

ン
さ
ん
と
あ
る
種
の
共
同
作
業
を
行
な
う
こ
と
で
、
彼
女
な

り
に
関
係
修
復
的
正
義
(
円
g
g
s
z
z
E
2
5
)
の
問
題
を
解
こ
う
と
し
て

い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
実
際
、
ハ
l

マ
ン
さ
ん
当
人
も
、

生
の
技
法

K
さ
ん
、
わ
た
し
は
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
の
ほ
う
へ
と
歩
み
進
み
た

い
、
と
書
き
ま
し
た
。
ミ
ノ
ウ
さ
ん
、
ハ

l

マ
ン
さ
ん
も
、
こ
う
し
た
〈
不

正
義
の
経
験
〉
論
の
ひ
と
つ
の
あ
り
う
べ
き
か
た
ち
を
描
い
て
い
る
の
だ

と
、
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
理
不
尽
な
暴
力
を
、
不
正
義
と
名
指
さ

れ
る
べ
き
力
を
こ
う
む
っ
た
人
び
と
の
経
験
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
こ
に
寄

り
添
う
か
た
ち
で
、
社
会
や
世
界
、
も
っ
と
手
前
で
い
っ
て
、
そ
う
し
た

人
び
と
が
生
き
て
い
る
関
係
そ
の
も
の
が
い
か
に
修
復
・
奪
還
さ
れ
う
る

か
、
を
考
え
描
く
こ
と
。
さ
し
あ
た
り
、
「
論
」
と
い
う
こ
と
で
わ
た
し
が

思
い
つ
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
、
わ
た
し
は
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
、
あ
な
た
が
、

わ
た
し
に
対
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
ば
だ
ぜ
、
と
い
う
形
で
、

ハ
ツ
キ
リ
と
ご
批
評
の
な
か
で
、
引
用
さ
れ
て
い
た
次
の
文
章
を
。

「
本
人
に
と
っ
て
、
た
し
か
に
苦
し
い
、
し
か
し
そ
れ
が
不
運
で
あ
る

と
は
恩
わ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
か
と
い
っ
て
不
正
を
こ
う
む
っ
て
い

る
と
は
思
え
な
い
、
不
運
と
不
正
の
境
界
線
で
自
ら
の
苦
難
・
苦
痛
を

受
け
と
め
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
受
け
と
め
あ
ぐ
ね
て
い
る
場
合
が

あ
る
。
そ
ん
な
と
き
に
、
周
り
の
者
は
、
必
要
と
あ
れ
ば
聴
き
届
け
の

作
業
を
怠
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
0

・
:
・
聴
き
届
け
か
た
に
よ
っ
て
は
、
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他
者
の
退
っ
引
き
な
ら
な
い
苦
難
を
た
ん
に
自
ら
の
好
奇
心
を
充
足
す

る
た
め
の
餌
食
に
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
こ
の
事
態
は
、
犠
牲
者

に
関
す
る
語
り
が
た
ん
に
知
的
(
と
り
わ
け
、
知
識
人
に
と
っ
て
の
、
知
識

人
の
た
め
の
、
知
識
人
の
)
カ
ニ
パ
リ
ズ
ム
に
堕
す
危
険
と
重
な
っ
て
い

る
。
」

〈研究動向> <不正義の経験〉論のほうへ一一大川正彦

〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
と
言
い
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
何
の
こ
と
は

な
い
、
「
論
」
と
言
い
つ
つ
、
〈
不
正
義
の
経
験
〉
を
生
き
て
い
る
、
生
き

ざ
る
を
え
な
い
人
た
ち
の
内
的
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
外
か
ら
、
場

合
に
よ
っ
て
は
学
知
な
る
高
み
に
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
〈
不

正
義
の
経
験
〉
の
処
方
の
仕
方
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
岡
野
さ
ん
の
こ
と
ば
を
こ
こ
で
も
う
一
度
引

い
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
論
(
あ
る
い
は
、
論
へ
の
欲
望
)
こ
そ
、

「
〈
わ
た
し
〉
と
あ
な
た
(
た
ち
)
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
豊
か
な
世
界

を
一
つ
の
物
語
へ
と
切
り
つ
め
て
し
ま
う
暴
力
」
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

K
さ
ん
、
あ
な
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ

る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
と
い
う
も
の
が
そ
の
よ
う

な
代
物
で
し
か
な
い
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
わ
た
し
を
け
し
て
許
さ
な
い

こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
ハ
l

マ
ン
さ
ん
の
『
心
的
外
傷
と
回
復
』
と
い
う
本
に
関

し
て
、
ほ
ん
の
す
こ
し
だ
け
触
わ
る
か
た
ち
で
、
予
想
さ
れ
る
あ
な
た
か

ら
の
詰
問
に
応
え
て
、
わ
た
し
が
歩
み
進
も
う
と
し
て
い
る
〈
不
正
義
の

経
験
〉
論
が
何
で
は
な
い
か
、
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
手
前
勝
手
な
願
望
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
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す
ぐ
さ
ま
ハ
l

マ
ン
さ
ん
の
本
に
取
り
か
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、

こ
の
本
を
読
む
前
に
出
会
っ
た
、
安
さ
ん
の
本
(
と
い
う
よ
り
も
、
壮
絶
な

記
録
)
の
な
か
で
、
わ
た
し
に
と
っ
て
と
て
も
気
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
確
認
し
て
お
き
た
い
、
と
思
い
ま
す
。
阪
神
淡
路
島
震
災
後
、
あ
る
避

難
所
に
い
た
ー
さ
ん
に
つ
い
て
の
記
録
で
す
。
「J
さ
ん
は
、
一
日
中
不
安

と
緊
張
の
状
態
が
続
い
た
。
少
し
で
も
余
震
が
あ
る
と
地
震
の
恐
怖
が
よ

み
が
え
っ
た
。
食
事
は
の
ど
を
通
ら
ず
、
人
と
話
を
す
る
気
に
も
な
れ
ず
、

夜
は
眠
ら
れ
な
か
っ
た
」
。
そ
の
J

さ
ん
、
で
す
。

「
私
が
J

さ
ん
に
処
方
し
た
精
神
安
定
剤
は
た
し
か
に
彼
女
の
睡
眠
を

い
く
ぶ
ん
改
善
し
、
気
持
ち
を
少
し
は
落
ち
つ
か
せ
た
。
だ
が
、
そ
れ

で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
/
そ
れ
で
は
、

J

さ
ん
に
対
し
て
い
っ
た

い
ど
う
い
う
専
門
的
援
助
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
女
に
有
益
な
ア
ド

バ
イ
ス
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
/
と
の
場
合
、
私
は
た
だ
傾
聴
す
る
ほ
か

は
な
い
、
と
思
う
。
し
っ
か
り
し
ろ
、
気
に
す
る
な
、
気
持
ち
を
明
る

く
も
て
、
運
動
は
ど
う
だ
、
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
彼
女
に
は
届
か
な

い
だ
ろ
う
。
私
は
、
ひ
た
す
ら
彼
女
の
話
の
邪
魔
を
せ
ず
に
、
批
判
や

注
釈
を
加
え
ず
に
聞
い
た
。
」

あ
る
い
は
、
避
難
所
に
は
訪
れ
ず
に
暮
ら
し
て
い
た
患
者
さ
ん
た
ち
の

記
録
。「

ま
た
、
印
象
的
で
あ
っ
た
の
は
、
地
域
に
ひ
っ
そ
り
と
住
む
精
神
病

の
患
者
さ
ん
た
ち
が
結
構
い
た
こ
と
で
あ
る
。
:
:
そ
の
中
に
は
、
今
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ま
で
治
療
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
人
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
は
行
動
に
奇

妙
さ
を
残
し
な
が
ら
も
、
家
族
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
地
域
社
会
の
中

で
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
人
た
ち
の
存

在
は
、
私
を
敬
度
な
気
持
ち
に
す
る
。
精
神
病
を
『
医
学
』
に
よ
っ
て

治
療
し
つ
く
そ
う
と
い
う
考
え
は
、
つ
く
づ
く
倣
慢
で
あ
る
と
感
じ
る

の
で
あ
る
。
」

た
ち
、
沈
黙
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
声
た
ち
、
沈
黙
に
耳

を
澄
ま
す
こ
と
は
ど
う
し
た
ら
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ハ
ー

マ
ン
さ
ん
の
理
解
に
あ
ら
が
い
、
ハ
1
7

ン
さ
ん
を
前
に
別
の
声
を
発
し

よ
う
と
し
て
い
た
人
た
ち
、
ハ

l

マ
ン
さ
ん
を
前
に
、
あ
な
た
の
本
も
ま

た
、
「
〈
わ
た
し
〉
と
あ
な
た
(
た
ち
)
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
豊
か
な

世
界
を
一
つ
の
物
語
へ
と
切
り
つ
め
て
し
ま
う
暴
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
だ
と
叫
び
あ
げ
る
声
、
沈
黙
、
歯
ぎ
し
り
、
悲
鳴
な
ど
。
つ
ま
り
、
こ

う
い
う
問
い
か
け
で
す
。
個
々
の
苦
し
む
者
た
ち
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有

な
ヒ
ス
ト
リ
ー
(
歴
史
/
物
語
)
、
取
り
替
え
の
き
か
な
い
ヒ
ス
ト
リ
ー
(
歴

史
/
物
語
)
は
、
ど
こ
で
摘
か
れ
て
い
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
切
り
詰
め

ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
も
し
、
「
悲
鳴
を
あ

げ
る
身
体
」
、
い
や
「
悲
鳴
を
あ
げ
る
舟
仲
」
を
抱
え
る
苦
し
む
当
事
者
が

み
ず
か
ら
の
固
有
な
ヒ
ス
ト
リ
ー
(
歴
史
/
物
語
)
を
語
り
出
す
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
他
の
苦
し

む
者
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
こ
と
ば
は
ど
の
よ
う
な
か
た

ち
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
か
け
も
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
す
。

す
く
な
く
と
も
、
い
ま
の
わ
た
し
に
は
、
こ
う
し
た
問
い
か
け
を
発
し

た
と
こ
ろ
か
ら
し
か
、
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ

う
に
思
え
ま
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
道
筋
が
あ
り
う
る
の
か
、
あ
ま
り

自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
す
こ
し
だ
け
書
き
進
め
て
み
ま
す
。

小
沢
牧
子
さ
ん
が
『
「
心
の
専
門
家
」
は
い
ら
な
い
』
の
な
か
で
、
ハ
ー

マ
ン
さ
ん
の
本
に
触
れ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ヒ
ン

ト
と
し
た
い
。

2従)3
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こ
う
し
た
安
さ
ん
の
文
章
を
読
ん
で
お
い
た
う
え
で
、
ハ

1
7
ン
さ
ん

の
本
の
飲
み
込
め
な
さ
を
あ
え
て
吐
き
出
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ハ
l

マ
ン
さ
ん
の
『
心
的
外
傷
と
回
復
』
と
い
う
本
も
ま
た
、
わ
た
し
に

は
、
一
個
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
(
歴
史
/
物
語
)
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
思
え
ま

す
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
、
外
傷
的
事
件
に
出
会
わ
さ
れ
た
人
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
事
態
を
描
く
と
同
時
に
、
そ

こ
か
ら
の
回
復
の
方
途
が
探
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
あ
る
い
は
、
こ
う

い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
他
者
の
生
き
難
さ
、
生
き
づ

ら
さ
、
苦
難
の
経
験
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
理
解
の
し
か
た
で
あ
る
と
同

時
に
、
一
個
の
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
で
も
あ
る
、
と
。

ハ
1
7

ン
さ
ん
は
臨
床
家
と
し
て
実
地
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
む
人
た

ち
と
出
会
い
、
そ
こ
で
関
わ
り
、
そ
し
て
ま
た
み
ず
か
ら
は
直
接
に
は
出

会
っ
て
い
な
い
苦
し
む
人
た
ち
の
症
例
を
と
お
し
て
、
あ
の
本
を
書
か
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
思
い
な
が
ら
、
わ
た
し
に
は
、
ど
う
し
て
も

以
下
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
|
|

こ
れ
も
ま
た
、
他
者
の
理
解
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
理
解
か
ら
は
こ
ぼ
れ
る
、
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
る
別
様
の
声

社会思想史研究 No.27
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「
P
T
S
D

概
念
を
明
ら
か
に
し
た
J

・
ハ1
7

ン
は
、
従
来
の
個
人

還
元
的
な
治
療
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
そ
の
症
状
を
引
き
起
こ
し

た
社
会
的
な
文
脈
を
考
慮
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
古
典
的

な
精
神
科
治
療
概
念
と
異
な
る
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。

し
か
し
大
き
な
衝
撃
的
体
験
を
「
心
的
外
傷
H

ト
ラ
ウ
マ
」
と
と
ら
え
、

そ
れ
を
治
療
す
る
べ
き
も
の
と
い
う
立
場
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
旧

来
の
精
神
医
療
観
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

P
T
S
D

概
念

が
登
場
し
た
こ
と
で
、
よ
り
厄
介
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
/
第
一
の
問
題
は
、
誰
も
が
悩
み
や
葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て

い
く
と
い
う
寛
容
な
見
方
が
失
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
マ
イ
ナ
ス
要
因
で
あ

る
と
捉
え
る
機
械
的
な
見
方
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
二

つ
目
の
問
題
は
、
細
分
化
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
を
用
意
す
る
専
門
家
側
と
そ

れ
を
消
費
す
る
利
用
者
側
の
関
係
が
出
現
し
て
、
自
分
が
生
き
て
い
く

と
い
う
こ
と
の
意
味
が
薄
れ
て
い
く
現
象
が
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
の
小
沢
さ
ん
の
指
摘
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
ハ

l

マ
ン
さ
ん
の
本
の

た
っ
た
一
つ
の
段
落
に
つ
い
て
だ
け
コ
メ
ン
ト
を
し
て
、
こ
こ
で
確
認
し

て
お
き
た
い
こ
と
を
敷
街
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ハ
!
マ
ン
さ
ん
は
言
い

ま
す
。

• 
「
恐
怖
状
況
に
お
い
て
は
人
々
は
自
ず
と
慰
蒋
と
庇
護
の
最
初
の
源
泉

で
あ
っ
た
も
の
を
呼
び
求
め
る
。
傷
つ
い
た
兵
士
も
レ
イ
プ
さ
れ
た
女

性
も
母
を
求
め
、
神
を
求
め
て
泣
き
叫
ぶ
。
こ
の
叫
び
に
応
答
が
な
か
っ

た
時
に
基
本
的
信
頼
感
は
粉
々
に
砕
け
る
。
外
傷
を
受
け
た
人
々
は
た
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だ
も
う
見
捨
て
ら
れ
、
た
だ
も
う
孤
独
で
あ
り
、
生
命
を
支
え
る
ケ
ア

と
庇
護
と
の
人
間
と
神
と
の
シ
ス
テ
ム
の
外
に
放
り
出
さ
れ
た
と
思
う
。

以
後
、
疎
外
感
、
離
断
感
(
切
り
離
さ
れ
感
)
が
、
も
っ
と
も
親
密
な
家

族
の
き
ず
な
か
ら
も
っ
と
も
抽
象
的
な
地
域
社
会
(
世
間
)
と
宗
教
へ

の
帰
属
感
に
至
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
行
き
渡
る
よ
う
に

な
る
。
」

「
泣
き
叫
び
」
と
「
応
答
」il

し
か
し
、
話
は
「
恐
怖
状
況
」
だ
け
に

か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
産
み
落
と
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
泣
き
叫

び
に
応
ず
る
声
、
ま
な
ざ
し
、
お
も
ざ
し
、
肌
触
り
、
息
遣
い
、
な
ど
|
|
!

つ
ま
り
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
ケ
ア
ー
ー
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

ひ
と
は
一
個
の
ひ
と
官
官
同

g
g

と
し
て
生
き
延
び
て
こ
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
絶
対
的
な
受
動
態
と
し
て
は
じ
ま
る
、
ひ
と
の
(
ま
ず
は
、
白

唱
。a
g

で
す
ら
、
な
い
)
生
命
の
は
じ
ま
り
。
そ
こ
で
最
初
に
ケ
ア
し
て
く

れ
る
人
と
の
関
係
と
い
う
贈
り
物
が
与
え
ら
れ
て
き
て
は
じ
め
て
、
そ
の

生
命
の
固
ま
り
(
と
し
て
扱
わ
れ
る
何
か
)
が
、
ひ
と
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

て
ゆ
く
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
、
「
生
命
を
支
え
る
ケ
ア
と
庇
護
と
の
人
間

と
神
と
の
シ
ス
テ
ム
」
、
つ
ま
り
は
人
間
と
神
が
っ
く
り
つ
づ
け
て
い
る
、

生
命
を
支
え
る
ケ
ア
と
庇
護
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
関
係
の
網
の
目
に
自
分

を
差
し
入
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
し

て
も
、
そ
の
場
そ
の
場
で
の
「
泣
き
叫
び
」
と
「
応
答
」
を
離
れ
て
は
維

持
さ
れ
て
は
ゆ
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ひ
と
が
「
生
ま
れ
た
」
か
ら

「
生
き
て
い
る
」
を
経
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
生
き
る
」
と
意
志
し
、
実

際
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
な
る
こ
と
の
奥
底
に
は
、
つ
ね
に
生
命
そ
の
も
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の
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
と
き
か
ら
あ
っ
た
、
「
泣
き
叫
び
」
と
「
応
答
」
の

絶
え
間
な
い
接
続
が
は
た
ら
い
て
い
る
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

考
え
進
め
て
ゆ
く
と
、
「
泣
き
叫
び
」
と
「
応
答
」
の
交
わ
し
(
損
ね
)
は
、

そ
の
つ
ど
、
苦
し
み
悩
む
者
と
し
て
、
他
を
乞
う
者
と
し
て
の
必
死
な
賭

け
の
接
続
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
す
る
と
、
こ
と
ば

の
や
り
と
り
は
、
い
の
ち
の
や
り
と
り
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い

う
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
つ
途
切
れ
る
か
分

か
ら
な
い
生
命
を
切
れ
目
な
く
連
続
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
ず

る
こ
と
を
支
え
て
く
れ
る
の
は
(
唯
一
、
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
)
「
泣
き

叫
び
」
と
「
応
答
」
の
交
わ
し
と
い
う
〈
あ
い
だ
を
生
さ
る
こ
と
〉
(
B
u
g
S
]

民
主
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ハ

l

マ
ン
さ
ん
の
テ
キ
ス
ト
か

ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
る
と
、
ハl
マ
ン
さ
ん
は
、

た
と
え
ば
、
「
易
傷
性
〈
巳Z
E
E
-
q」
(
つ
ま
り
は
、
「
傷
つ
き
ゃ
す
さ
」
)
と

い
う
概
念
を
心
的
外
傷
に
苦
し
む
人
た
ち
に
こ
そ
あ
て
は
ま
る
と
し
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
と
は
ち
が
っ
た
人
間
理
解
、
苦
し
み

悩
む
者
と
し
て
の
人
間
像
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ひ
と
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
も
う

ひ
と
つ
。
小
沢
さ
ん
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
「
自
分
が
生
き
て
い
く
と
い
う

こ
と
の
意
味
」
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
マ
ン
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
勇
気
づ
け
ら

れ
た
人
も
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
「
悲
鳴
を
あ
げ
る
肉
体
」
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
生
を
抱
え
る
、
抱
え
ざ
る
を
え
な
い
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
固
有
な
ヒ
ス
ト
リ
ー
(
歴
史
/
物
語
)
の
な
か
で
必
死
な
思
い
で
培
っ

て
き
た
生
の
技
法
が
、
た
と
え
ば
、
ハ

1
7

ン
さ
ん
の
本
の
な
か
で
精
神

医
学
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出

法
が
「
自
分
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
」
と
し
て
処
方
さ
れ
て

い
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

K
さ
ん
。
『
正
義
』
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
、
あ
な
た
か
ら
の
手
厳
し
い

ご
批
評
、
そ
し
て
励
ま
し
、
そ
し
て
わ
た
し
の
度
重
な
る
無
礼
に
も
か
か

わ
ら
ず
「
応
答
せ
よ
」
と
の
贈
り
物
。
こ
れ
に
ど
れ
ほ
ど
お
返
し
で
き
た

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ
た
り
、
つ
ぎ
の
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て

お
き
た
い
、
あ
な
た
と
分
か
ち
合
お
う
と
す
る
意
欲
だ
け
は
保
持
し
て
お

き
た
い
、
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
わ
た
し
が
歩
み
進
む
べ
き
道
筋
は
、
〈
不

正
義
の
経
験
)
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
園
田
頭
に
引

用
し
た
わ
た
し
の
本
の
な
か
の
文
章
を
反
転
さ
せ
る
、
生
の
技
法
を
、
生

の
動
き
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丹
念
に
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
、
と
な
る
と
思
い

ま
す
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
ひ
と
に
と
っ
て
は
抱
え
き
る
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の

余
剰
に
満
ち
た
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
と
て
も
し
ん
ど
く
、
苦
し
く
、

ス
ツ
キ
リ
と
清
算
し
た
い
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
同
時
に
、
場
合
に

よ
っ
て
は
歓
び
を
も
た
ら
す
、
ひ
と
と
ひ
と
の
〈
あ
い
だ
〉
」
。
苦
し
み
悩

む
者
(
た
ち
)
が
、
残
酷
さ
や
恐
怖
に
対
す
る
恐
怖
の
正
体
を
見
抜
き
、
苦

し
み
ゃ
悩
み
に
あ
ら
が
う
生
を
か
た
ど
っ
て
ゆ
く
技
法
、
希
望
を
抱
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
(
歴
史
/
物
語
)
を
譲
り
渡
さ
な
い
技
法
|
|
こ

れ
こ
そ
が
、
〈
不
正
義
の
経
験
〉
論
が
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
、
と
大

見
栄
を
切
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
お
お
か
わ
・
ま
さ
ひ
こ
/
政
治
理
論
・
社
会
倫
理
学
)
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想
』
第
二
九
巻
第
七
号
、
二
O
O

一
年
)
T
a
s

z
・
印
F
r
-
R
W
豆
町
、
H
E
ミ
同
お
冶
句
同
九
円
F
E
o
d
E
4

耳
目

q
p
a
m
-
H
8
0
・

岡
野
八
代
司
法
の
政
治
学
|
1
法
と
正
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
勤
草
書

房
、
二
O
O

二
年
。
冨
R
B
ω
]
話
5
4
F
H

目
可
a
z
n
o
ι
自
品
3
H
F
S
B
B
B
同

包
B
o
a
s
ι
S
Z
B
a
r
m
g
g
v
E
P
句
、
E
E
員
同
き
心
円
宮
品
三
宮
、
三
・

』
h
s
s
w
h
Q
葬
ぬ
ミ
同
§
ミ
.
E
R
a
s
d包括
E
q
p
o
m
p
N
O
O
N


P
E
口
同
庁
F
R含
m
F
円
。
耳
目
ι
g
号
門
的
}
H
H
2
0
(
包
ω
-
Y
E
同
H
a
E
C
。
ロ

σ
可

冨
R
吾
己
島
町
百
戸
。
喜
専
を
h
S
H
h
室
長
喜
助
言
、
富
世
号
室
』
謹
3
s
.

回
E
B
ロ
p
o
s
・
5
S
富
里
町
凶
]
話
口
0
4
F
尽
き
寵
芯
お
お
h
S
買
ミ
ミ
旬
。
下

、
電
器
白
川
忠
良
s
h
同
宣
ミ
ミ
需
の
室
号
匙
S
K
ミ
宮
崎
志
。
宮
町
内
唱
回
2
8
口

市
円
。
ω
ω
-
]

戸
申
喧
∞
-

(
6
)
鷲
田
清
一
『
悲
鳴
を
あ
げ
る
身
体
』
P
H
P
研
究
所
、
一
九
九
八
年
。

(
7
)
安
克
昌
『
心
の
傷
を
癒
す
と
い
う
こ
と
』
角
川
書
店
、
二O
O

一
年
。

』
E
a
p
F
0
3出O
B
S
・
慰
霊
S
Q
S
K
同
R
2
3
~
S
E
E
S
S
R
q
s
'

。
室
内
向
、
s
§
謹
a
s
s
sこ
ζ
え
た
R
G
E
3
R
E
E
円
四
S
F
s
s
・

(
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
L

・
ハ
l

マ
ン
、
中
井
久
夫
訳
『
心
的
外
傷
と
回
復

《
増
補
版
》
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
)
小
沢
牧
子
『
「
心
の
専
門

家
」
は
い
ら
な
い
』
洋
泉
社
、
二
O
O
二
年
。

岡
野
、
前
掲
書
、
一
九
八
1
一
九
九
頁
。

(
5
)
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(
9
)
同
上
、
二
O
五
頁
。

(
日
)
』
E
S
F
O
豆
ω
固
め
円
自
由
\
司
E
n
o
s
何
時
同
町
回
。
四
回
自
民
間
。
ヨ
伶
一
国
民
]
命
中

民
。
ロ
骨
宮
吋
M
P
0
4
唱
。
自
2
6

戸
M
U
O
円
R
E
B
富
。
〈
O
B
O
E
-
J
E

玄
R
S
白
冨
旨
。
d
F

句
、
亀
高
町
営Q
n
s
ミ
h
a
E
-
官
官
・5
'
巴
申
・

(
日
)
大
川
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。
こ
こ
で
の
「
聴
き
届
け
」
と
い
う
表
現
は

ミ
ス
リ
l

デ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
、
と
恩
う
。
あ
た
か
も
、
届
く
こ
と
が
で

き
る
か
の
よ
う
に
。
も
と
も
と
は
、
話
し
か
け
に
対
応
す
る
「
聴
き
か

け
」
と
い
う
表
現
だ
っ
た
。
た
ん
な
る
言
葉
遊
び
に
し
か
な
ら
な
い
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
「
か
け
」
は
「
架
け
」
で
あ
り
「
賭
け
」
で
も
あ

す
令
。

(
ロ
)
安
、
前
掲
書
、
六
六
頁
。

(
日
)
向
上
、
六
九
頁
。

(
M
)
同
上
、
七
七
頁
。

(
日
)
小
沢
、
前
掲
書
、
一
七
九
|
一
八
一
頁
。

(
凶
)
』
ロ
色
岳
国
内
門
司
g
p
s
R
-

凹y
m
N
・
(
翻
訳
、
七
六
頁
)

(
口
)
忌R
L
》
・
ミ
(
翻
訳
、
八
四
頁
)
。
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歴
史
認
識
形
成

特
集

思
想
史
研
究
の
新
た
な
展
開
に
む
け
て

寺
田
光
雄

特集H

本
稿
の
課
題
は
、
歴
史
認
識
論
に
か
か
わ
る
主
に
昨
年
、
邦
語
で
出
た

文
献
の
紹
介
と
批
評
で
あ
る
。
管
見
に
ふ
れ
た
限
り
の
関
連
文
献
の
ほ
と

ん
ど
は
、
歴
史
像
に
お
け
る
「
大
き
な
物
語
」
の
喪
失
を
す
で
に
前
提
に

し
た
上
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
事

態
と
連
動
し
て
現
れ
て
き
た
、
歴
史
学
の
あ
り
方
や
歴
史
認
識
の
形
成
と

い
う
次
元
で
自
覚
さ
れ
て
い
る
危
機
感
に
関
心
を
向
け
、
そ
の
点
を
中
心

に
批
判
的
紹
介
を
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
文
献
は
、
わ
た
し
の
関
心
事
に

合
わ
せ
て
選
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
少
し
遡
っ
て
関
連
文
献
も
取
り
上
げ

て
い
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

歴
史
学
の
あ
り
方
や
歴
史
認
識
形
成
を
め
ぐ
る
危
機
感
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
姿
や
形
で
語
ら
れ
噴
き
出
し
て
き
て
い
る
が
、
概
括
的
に
整
理
す
れ
ば
、

グ
ロ
l

パ
リ
ズ
ム
の
進
展
が
、
主
体
的
側
面
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

の
危
機
感
や
歴
史
意
識
の
欠
如
現
象
の
瀬
漫
と
い
う
形
で
現
れ
、
客
観
的

日

思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
現
場
」
の
諸
相

側
面
に
お
い
て
は
、
旧
来
の
歴
史
学
の
認
識
枠
で
は
グ
ロ
|
パ
リ
ズ
ム
を

概
念
化
し
に
く
い
、
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。
現
代
社
会
の
変
容
を
見

す
え
な
が
ら
歴
史
認
識
を
語
る
論
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
歴
史
学
の
あ
り

方
や
歴
史
認
識
形
成
の
危
機
に
か
か
わ
る
動
き
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し

て
い
る
の
か
。

ま
ず
、
問
題
状
況
を
術
鰍
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
思
う
、
テ
ッ
サ
・

モ
l

リ
ス
H

ス
ズ
キ
『
批
判
的
想
像
力
の
た
め
に
|
|
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時

代
の
日
本
』
(
平
凡
社
、
二O
O

二
年
)
を
取
り
上
げ
た
い
。
モ

l

リ
ス
H
ス

ズ
キ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
か
ら
今
日
ま
で
の
世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
変
化
を
、
概
括
的
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

固
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「
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
直
後
か
ら
一
九
七

0
年
代
末
ま
で
の
聞

に
、
主
な
航
空
路
線
の
運
賃
は
二
O
分
の
一
以
下
に
下
が
り
、
飛
行
時

間
も
大
幅
に
短
縮
さ
れ
た
。
一
九
八
0
年
代
ま
で
に
は
、
国
際
電
話
や

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
が
大
半
の
大
都
市
で
簡
単
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
、
九

0
年
代
に
は
、
衛
星
テ
レ
ビ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
世
界
を
新
た
な
方

法
で
結
び
つ
け
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
消
費
者
文
化
の
国
際
化
に
よ
っ

て
、
人
々
の
移
動
に
対
す
る
心
理
的
バ
リ
ア

l

が
取
り
除
か
れ
た
。
ク

ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
や
ナ
イ
ロ
ビ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
(
逆
も
ま
た
同
様
)

へ
の
旅
行
者
は
も
は
や
、
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
環
境
に
い
る
と
は
息
わ

な
く
な
っ
た
。
自
動
車
や
、
オ
フ
ィ
ス
ピ
ル
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ

l

ド
、

テ
レ
ビ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
・
シ
ョ
ー
は
、
世
界
中
ど
こ
で
も
似
か
よ
っ
た

も
の
に
な
っ
た
。
」
(
一
七
六
頁
)
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資
本
主
義
の
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
世
界
的
規
模
で
の
メ
デ
ィ
ア
の
流
通
は
、

世
界
の
距
離
を
短
縮
し
、
生
活
様
式
の
均
質
化
を
も
た
ら
し
た
。
本
書
は
、

世
界
の
こ
う
し
た
変
化
の
も
と
、
啓
蒙
の
時
代
以
来
の
政
治
理
想
は
根
本

的
な
懐
疑
の
も
と
に
晒
さ
れ
、
世
界
の
諸
地
域
で
「
虚
無
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
」
の
出
現
を
促
し
て
い
る
と
見
、
グ
ロ
l

パ
リ
ズ
ム
と
「
虚
無
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
関
係
諸
相
に
詳
細
な
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
世
界
的
規
模
で
メ
デ
ィ
ア
が
流
通
す
る
時
代
は
、
一

方
で
「
『
関
心
の
ス
パ
ン
の
短
縮
と
歴
史
意
識
の
欠
如
と
い
う
、
あ
ぜ
ん
と

す
る
よ
う
な
問
題
』
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
代
」
で
あ
り
、
他
方

で
「
記
憶
と
歴
史
と
い
う
問
題
が
、
世
界
の
多
く
の
国
々
で
政
治
的
議
論

の
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
(
六
四
頁
)
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
本
書
で
の
彼

女
の
関
心
は
、
「
関
心
の
ス
パ
ン
の
短
縮
と
歴
史
意
識
の
欠
如
」
と
い
う
主

体
的
側
面
に
は
な
く
、
後
者
の
い
わ
ば
客
観
情
勢
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。

モ
l

リ
ス
H

ス
ズ
キ
は
い
う
、
一
九
九
0
年
代
に
日
本
に
登
場
し
た
「
新

し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
よ
う
な
「
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
主
張
す
る
動
き
は
何
も
日
本
固
有
の
現
象
で
は

な
い
。
そ
う
し
た
動
き
は
「
国
境
を
超
え
て
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
」
。
と
こ

ろ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
種
の
主
張
を
す
る
当
事
者
た
ち
は
、
き
ま
っ

て
「
争
点
は
自
分
の
国
固
有
の
問
題
だ
と
み
な
し
て
い
」
て
、
「
ほ
か
の
国

は
そ
の
影
響
を
免
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
だ
」
(
二
O
三

頁
)
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
住
む
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
母
国
英
国
で
も
同
じ

だ
「
つ
く
る
会
」
等
の
思
想
に
関
す
る
分
析
は
、
彼
女
の
場
合
、
加
藤
典
洋

の
提
起
し
た
論
点
に
ま
で
及
ん
で
い
く
。
加
藤
の
論
点
の
扱
い
方
に
つ
い

て
は
、
わ
た
し
自
身
別
箇
に
扱
う
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

本
書
の
興
味
あ
る
論
点
の
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
た
「
虚
無
的
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
の
登
場
よ
り
も
よ
り
大
き
な
「
歴
史
の
危
機
」
と
し
て
「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
じ
た
い
を
歴
史
と
し
て
ど
う
概
念
化
し
う
る
か
」
と
い
う
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。

彼
女
は
い
う
、
「
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
「
大
衆
」
に
受

け
る
の
は
、
「
境
界
を
飛
び
越
え
て
し
ま
う
複
合
的
プ
ロ
セ
ス
」
が
「
わ
け

が
わ
か
ら
ず
、
手
な
ず
け
よ
う
が
な
く
、
不
吉
に
感
じ
ら
れ
る
」
か
ら
で
、
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「
大
衆
」
の
反
応
そ
れ
自
体
は
「
も
っ
と
も
な
反
応
」
だ
と
も
解
釈
で
き

る
。
他
方
、
歴
史
学
や
歴
史
教
育
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
境
界
を
飛

び
越
え
て
し
ま
う
複
合
的
プ
ロ
セ
ス
」
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。
慣
例
的

に
使
わ
れ
て
き
た
時
代
区
分
で
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
歴
史
的
に
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
「
地
方
史
、
国
史
、
世
界
史
」
と
い
う
こ

れ
ま
で
の
空
間
区
分
で
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
や
地
点
間
の
相
互
作
用
を

つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
能
力
に
は
、
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
」
さ
ら
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
政
治
と
経
済
と
文
化
が
一
体
と
な
っ
て
進
行
し
て
い
る

の
に
、
研
究
と
し
て
の
政
治
史
、
経
済
史
、
文
化
史
が
ま
す
ま
す
多
様
化

し
て
い
る
こ
と
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
分
析
す
る
試
み
を
い
っ
そ
う
困
難

に
し
て
い
る
(
一
一
二
三
頁
参
照
)
。

モ
l

リ
ス
H

ス
ズ
キ
は
、
そ
ん
な
中
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
を

対
象
に
し
た
最
近
の
歴
史
書
」
は
「
経
済
の
相
互
交
流
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
記
憶
の
形
成
が
、
横
断
的
に
進
ん
で
い
く
あ
り
さ
ま
を
追
跡
し

て
い
る
」
と
し
、
こ
う
し
た
形
で
、
「
進
歩
」
概
念
を
も
問
い
直
し
つ
つ

「
歴
史
に
お
け
る
時
間
と
空
間
を
概
念
化
し
な
お
す
」
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
。
「
で
き
る
か
ぎ
り
ば
ら
ば
ら
の
、
離
れ
離
れ
の
地
点
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
趨
勢
を
観
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
ひ
と
つ
の

世
界
的
な
プ
ロ
セ
ス
(
た
と
え
ば
遠
距
離
通
信
の
発
展
や
新
し
い
宗
教
の
出
現
)

が
不
均
質
な
社
会
的
・
地
理
的
条
件
に
あ
る
複
数
の
地
域
に
、
ど
の
よ
う

な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
か
を
探
る
だ
ろ
う
。
個
の
記
憶
、
集
団
の
記
憶

が
国
史
に
ど
の
よ
う
に
連
な
っ
て
い
る
か
を
追
跡
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
記
憶
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
発
言

す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
地
球
に
生
き
る
人
々
が
、
同
じ
時
に
あ
る
出
来
事
を
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経
験
し
て
も
、
そ
の
経
験
の
し
か
た
は
一
様
で
は
な
い
の
だ
。
:
・
歴
史

的
な
空
間
を
も
う
い
ち
ど
想
像
し
な
お
し
、
国
史
じ
た
い
を
取
り
囲
ん
で

い
る
境
界
を
突
き
破
る
作
業
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な

い
」
(
一
一
一
一
五

i

六
頁
)
と
い
う
。

こ
の
構
想
は
、
彼
女
の
著
書
『
辺
境
か
ら
眺
め
る
|
|
ア
イ
ヌ
が
経
験

す
る
近
代
』
(
み
す
ず
書
一
房
、
二
0
0
0

年
)
を
も
含
め
す
で
に
多
く
の
歴
史

研
究
で
見
ら
れ
、
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
な
も
の
で
は
な
い
。
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
じ

た
い
を
歴
史
と
し
て
ど
う
概
念
化
」
す
る
か
と
い
う
課
題
は
簡
単
に
は
決

着
の
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
と
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
う
し

た
概
念
化
作
業
と
関
係
づ
け
て
、
「
境
界
を
飛
び
越
え
て
し
ま
う
複
合
的
プ

ロ
セ
ス
」
に
不
安
を
か
ん
じ
る
「
大
衆
」
の
あ
り
方
を
ど
う
テ
i

マ
化
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
学
の
認
識
枠
に
つ
い
て
の
そ
l

リ
ス
H

ス
ズ
キ
の
構
想
が
、
先
に
ふ
れ
た
「
『
関
心
の
ス
パ
ン
の
短
縮
と
歴
史
意
識

の
欠
如
と
い
う
、
あ
ぜ
ん
と
す
る
よ
う
な
問
題
』
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
時
代
」
と
い
う
歴
史
認
識
形
成
の
主
体
面
に
つ
い
て
の
指
摘
と
関
連

づ
け
ら
れ
詰
め
ら
れ
て
い
た
ら
、
重
層
的
で
奥
行
き
の
あ
る
も
の
に
な
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
モ

l

リ
ス
H

ス
ズ
キ
の
考
察
は
|
|
ム
」
れ
ま
で
持

た
れ
て
き
た
歴
史
像
の
覆
し
の
た
め
の
|
|
傭
鰍
的
考
察
に
終
始
し
て
い

λ
ν。歴

史
認
識
形
成
の
主
体
面
で
の
問
題
を
も
っ
と
具
体
的
に
観
察
し
た
い
。

そ
の
点
で
は
、
ま
ず
菅
原
憲
二
・
安
田
浩
『
国
境
を
貫
く
歴
史
認
識
|
|

2003 社会思想史研究 NO.27



教
科
書
・
日
本
、

る
。

そ
し
て
未
来
』
(
青
木
書
店
、
二OO
二
年
)
を
取
り
上
げ
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モ
1

リ
ス

H

ス
ズ
キ
も
ふ
れ
て
い
た
「
自
由
主
義
史
観
」
を
め
ぐ
る
問

題
は
、
こ
こ
何
年
か
の
歴
史
認
識
論
上
の
ホ
ッ
ト
な
テ
l

マ
で
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
多
く
の
論
考
が
出
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
主

催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
ま
と
め
た
本
書
も
そ
う
し
た
一
冊
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
本
書
の
末
尾
に
収
め
ら
れ
て
い
る
院
生
た
ち
の
論
考
、
崎
山

直
樹
・
高
口
康
太
「
私
た
ち
の
問
題
と
し
て
の
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
」

に
注
目
し
た
い
。

院
生
た
ち
は
語
っ
て
い
る
、
千
葉
大
学
の
学
生
た
ち
は
扶
桑
社
版
・
歴

史
教
科
書
と
公
民
教
科
書
の
検
定
合
格
を
受
け
て
、
二

O
O

一
年
五
月
か

ら
十
月
ま
で
の
あ
い
だ
に
八
回
の
学
習
会
を
も
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
批

判
す
る
人
間
も
『
つ
く
る
会
』
に
対
抗
す
る
よ
う
な
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
打
ち

出
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
具
体
的
に
は
『
も
っ
と
新
し
い
歴
史
教
科
書
』

と
で
も
号
守
フ
べ
き
、
批
判
者
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
体
現
し
た
教
科
書
を
作
る

べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
が
た
び
た
び
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
意
見

は
学
生
の
多
数
か
ら
は
賛
同
を
得
た
も
の
の
、
参
加
し
た
教
員
か
ら
は
好

意
的
な
声
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
八
回
の
学
習
会
の
な
か
で
、
同
様
の
議

論
が
何
度
か
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
構
図
は
つ
い
に
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
」
(
二
四
三
|
四
頁
)
「
も
っ
と
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
を
つ
く
る
べ
き

だ
と
い
う
思
い
は
、
当
時
氾
濫
し
た
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
批
判
へ
の

彼
ら
の
あ
る
種
の
「
違
和
感
」
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
は

そ
れ
ら
の
批
判
を
検
討
し
て
思
う
、
こ
の
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
は
戦

前
の
歴
史
教
育
と
の
相
似
よ
り
現
在
的
な
時
代
背
景
を
も
っ
て
生
ま
れ
て

• Iω 

き
て
い
る
、
「
『
皇
国
史
観
の
復
活
』
と
い
う
批
判
は
こ
の
教
科
書
の
持
つ

方
向
性
を
明
ら
か
に
し
、
『
事
実
』
の
誤
り
を
指
摘
す
る
批
判
は
教
科
書
と

し
て
の
水
準
の
低
さ
を
証
明
し
た
。
」
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
「
現
在

的
な
時
代
背
景
と
密
接
に
関
係
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
彼
ら
の
主
張
を

そ
の
射
程
に
と
ら
え
て
い
な
い
」
(
二
四
九
頁
)
と
。

学
生
た
ち
は
思
う
、
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
を
支
え
る
時
代
背
景
に
は

「
『
大
き
な
物
語
』
の
失
墜
」
と
「
共
同
体
の
崩
壊
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
不
安
感
」
を
私
た
ち
も
「
共
有
」
し
て
い

マQ
、
-
ど
。

す
で
に
「
大
き
な
物
語
」
は
崩
壊
し
た
。
「
大
き
な
物
語
」
と
は
、
「
た

と
え
ば
『
冷
戦
構
造
』
、
『
経
済
成
長
』
、
『
安
全
神
話
』
、
『
国
際
平
和
』
な

ど
の
価
値
観
が
『
世
界
』
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
を
自
明
の
も

の
と
し
て
い
る
状
態
を
指
す
J
し
か
し
、
「
私
た
ち
は
『
ベ
ル
リ
ン
の
壁

崩
壊
』
、
『
バ
ブ
ル
経
済
の
終
鷲
』
、
『
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
』
、
そ
し
て
『
九
・

一
一
』
を
同
時
代
的
な
事
件
と
し
て
経
験
し
て
き
た
O
i
-
-
-

す
で
に
私
た

ち
は
世
界
が
あ
る
一
つ
の
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
幻
想
か
ら
醒

め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
/
こ
の
幻
想
か
ら
醒
め
た
と
き
、
事
実
は
疑
う
余

地
の
な
い
確
固
た
る
も
の
で
は
な
い
『
事
実
』
と
な
り
、
『
構
成
主
義
の
纂

奪
』
を
行
う
立
場
の
人
間
か
ら
、
操
作
可
能
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

(
二
五
四
頁
)

さ
ら
に
、
「
『
共
同
体
の
崩
壊
』
が
社
会
の
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
と
い
う

感
覚
」
も
、
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
と
私
た
ち
は
共
有
し
て
い
る
、
と
。

「
共
同
体
の
崩
壊
」
と
は
、
「
家
庭
・
学
校
・
地
域
・
会
社
・
国
家
の
崩
壊

を
指
す
。
:
凶
悪
犯
罪
・
少
年
犯
罪
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
犯
罪
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者
を
生
み
出
し
、
放
置
し
た
家
庭
・
学
校
・
地
域
の
問
題
に
必
ず
の
よ
う

に
言
及
し
、
『
共
同
体
の
崩
壊
』
言
説
を
日
ご
と
に
強
化
し
て
い
く
。
そ
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
こ
の
言
葉
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
。
『
モ
ラ
ル

の
欠
如
し
た
少
年
少
女
』
、
『
終
身
雇
用
制
の
崩
壊
』
、
『
外
国
人
の
犯
罪
の

増
加
』
。
:
:
:
『
共
同
体
の
崩
壊
』
と
結
び
付
け
ら
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
現

実
感
は
付
与
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
不
安
感
は
生
じ
て
い
る
。
」
(
二
五
五
頁
)

彼
ら
は
い
う
、
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
を
支
え
る
人
び
と
の
思
い
は
、

教
科
書
で
の
歴
史
の
扱
い
方
よ
り
も
、
「
現
在
の
社
会
の
混
迷
が
『
大
き
な

物
語
』
の
失
墜
と
『
共
同
体
の
崩
壊
』
に
起
因
す
る
と
い
う
一
言
説
を
背
景

に
、
歴
史
教
育
を
『
手
段
』
と
し
て
用
い
『
公
民
』
形
成
を
行
う
こ
と
で
、

解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
『
つ
く
る
会
』
の
主
張
こ
そ
」
(
二
五
七
頁
)
に

あ
る
。
だ
か
ら
、
「
つ
く
る
会
」
へ
の
批
判
者
た
ち
に
は
「
つ
く
る
会
」
の

こ
う
し
た
主
張
自
体
と
対
時
す
る
よ
う
な
批
判
の
方
法
が
必
要
な
の
に
、

そ
の
点
が
批
判
者
た
ち
の
歴
史
認
識
に
は
よ
く
見
え
な
い
、
と
い
う
。

本
書
『
国
境
を
貫
く
歴
史
認
識
』
掲
載
の
論
考
は
、
「
ま
え
が
き
」
に
よ

る
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
報
告
を
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
載
せ
た
も
の

で
は
な
い
よ
う
で
、
学
生
諸
君
が
引
用
し
て
批
判
し
て
い
る
発
表
や
発
言

は
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
掲
載
さ
れ
た
も
の
に

は
「
諸
民
族
の
相
互
理
解
を
高
め
て
い
く
よ
う
な
歴
史
認
識
を
構
築
す
る

た
め
」
の
加
筆
や
論
考
の
補
充
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し

た
も
の
と
し
て
い
く
つ
か
の
論
考
は
有
益
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
思

λ
1ノ
。

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

し
か
し
、
編
者
も
学
生
た
ち
が
い
う
「
否
定
し
が
た
い
実
感
と
し
て
の

『
不
安
感
』
」
に
「
歴
史
教
育
が
ど
う
こ
た
え
る
の
か
は
、
残
さ
れ
た
大
き

な
課
題
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
論
考
は
若
い
世

代
の
「
不
安
感
」
に
直
接
向
き
合
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
先
の
学
生
側
の

意
見
を
ま
と
め
た
一
一
人
の
院
生
は
一
九
七
六
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
人

た
ち
が
、
例
え
ば
十
代
初
め
の
頃
、
つ
ま
り
一
九
八

0
年
代
後
半
に
本
書

の
執
筆
者
の
一
人
で
も
あ
る
鹿
野
政
直
は
歴
史
学
を
取
り
囲
む
当
時
の
状

況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
も
の
す
べ
て
相
対
的
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
も
も
っ
と
ネ
ガ
テ
イ
ヴ

に
、
も
の
す
べ
て
相
対
的
に
す
ぎ
な
い
と
の
意
識
が
、
こ
う
し
て
社
会

の
次
元
で
も
個
人
の
次
元
で
も
、
人
び
と
を
包
み
と
も
う
と
し
て
い
る
。

・
『
大
国
』
化
ゆ
え
の
『
国
際
摩
擦
』
や
『
家
庭
崩
壊
』
が
、
あ
ら

た
な
ハ
ー
ド
ル
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
人
び
と

は
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
崩
壊
さ
せ
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
よ
り
強
く
み
ず
か

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
す
が
り
つ
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
含
め
て
、

少
な
く
と
も
彼
ら
の
拠
っ
て
立
つ
足
場
に
、
影
を
な
げ
か
け
る
に
い
た
っ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
醸
し
だ
さ
れ
る
相
対
の
意
識
は
、
既
成
の
社
会
観
・

人
間
観
の
基
底
を
洗
い
だ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
/
従
来
ま
っ
た
く
別
物

と
考
え
ら
れ
て
い
た
正
常
と
異
常
、
先
進
と
後
進
、
理
性
と
狂
気
、
健

康
と
病
気
、
生
と
死
等
々
の
概
念
が
、
意
外
に
近
い
ば
か
り
で
な
く
、

む
し
ろ
一
個
人
内
で
も
一
社
会
内
で
も
交
錯
し
て
い
る
の
が
か
え
っ
て

常
態
と
の
意
識
は
、
こ
う
し
て
禰
漫
し
つ
つ
あ
る
。
」

特
定
の
歴
史
家
が
大
づ
か
み
に
語
っ
た
時
代
感
覚
と
そ
の
時
代
の
中
を
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歩
ん
で
き
た
若
い
人
た
ち
個
々
人
の
自
己
形
成
と
は
も
ち
ろ
ん
簡
単
に
む

す
び
っ
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
学
生
諸
君
が
語
っ
て
い
る
「
不
安

感
」
の
源
泉
と
こ
こ
に
見
ら
れ
る
八0
年
代
後
半
の
|
|
一
歴
史
家
の
|
|

時
代
感
覚
と
は
、
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
き

わ
め
て
近
接
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
「
大
き
な
物
語
」
を
支

え
た
安
定
し
た
判
断
基
準
や
見
通
し
の
喪
失
と
い
う
点
で
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
「
不
安
感
」
は
既
に
一

O
年
以
上
も
前
か
ら
一
般
的
に
顕

在
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
国
境
を
貫
く
歴
史
認
識
』
が
「
歴
史
認
識
形

成
へ
の
現
代
的
文
脈
」
(
第
E
部
の
表
題
)
を
掲
げ
る
場
合
、
こ
う
し
た
「
不

安
感
」
と
切
り
結
ん
だ
論
考
も
あ
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
そ
の
課
題
は
、
「
歴
史
教
育
」
と
い
う
分
野
だ
け
に
収
飲
さ
れ
る
問
題
で

は
な
く
、
歴
史
学
の
あ
り
方
と
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
若

い
世
代
か
ら
の
問
題
提
起
は
、
歴
史
認
識
を
行
う
認
識
主
体
の
足
元
に
つ

い
て
の
問
い
か
け
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
認
識
主
体
の
足
元
に
か

か
わ
る
応
答
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
「
不
安
感
」
と
と
も
に
、
前
世
紀
末
、
E

・
ホ
ブ
ズ

ボ
!
ム
が
「
個
々
人
の
現
在
を
何
世
代
か
前
の
人
々
の
体
験
と
結
び
つ
け

て
い
く
社
会
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
破
壊
は
、
二
十
世
紀
末
の
も
っ
と
も
象

徴
的
で
か
つ
不
気
味
な
現
象
の
一
つ
で
あ
る
」
と
し
、
「
今
世
紀
末
の
若
い

男
女
の
大
部
分
は
、
:
:
:
い
わ
ば
永
遠
の
現
在
の
中
で
育
っ
て
い
出
」
と

語
っ
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
関
心
の
ス
パ
ン
の
短
縮
、
歴
史
意
識

の
欠
知
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
た
と
え
話
に
す
ぎ
な
い
が
、
若
い
世
代
を

取
り
巻
く
そ
う
し
た
時
代
性
の
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
若
者
向
け
雑
誌
『
切
河
口

E
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、

H，

d
ω
』
Z
。
・
印
。
∞
(
二
O
O

二
年
九
月
)
は
「
日
本
美
術
?
現
代
ア
l

ト
?
」

と
い
う
特
集
を
組
ん
で
い
て
、
解
説
(
山
下
裕
二
監
修
)
で
こ
う
語
っ
て
い

る
。
「
も
う
美
術
史
な
ん
て
ヤ
メ
ち
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰

が
、
何
の
た
め
に
、
っ
て
い
う
お
勉
強
は
ご
破
算
に
し
て
、
縄
文
か
ら
二

0
0

二
年
ま
で
を
シ
ャ
ツ
フ
ル
。
カ
ツ
コ
い
い
・
セ
ン
ス
い
い
・
ア
タ
マ

い
い
同
士
を
セ
レ
ク
ト
し
て
い
っ
た
ら
、
意
外
な
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
が
出
来

上
が
り
ま
し
た
」
(
二
四
頁
)
と
。
例
え
ば
、
俵
屋
宗
達
「
風
神
雷
神
図
扉

風
」
と
日
本
画
家
・
会
田
誠
の
作
品
ー
ー
ー
日
の
丸
を
竹
ざ
お
に
掲
げ
る
セ
ー

ラ
ー
服
の
少
女
と
太
極
旗
を
掲
げ
る
チ
マ
チ
ヨ
ゴ
リ
の
少
女
を
対
峠
さ
せ

た
|
|
「
美
し
い
旗
」
の
対
照
、
尾
形
光
琳
「
燕
子
花
園
扉
風
」
と
会
田

誠
作
品
|
|
女
子
高
生
群
像
を
描
く
'
|
|
「
群
娘
図W
」
の
対
照
、
等
々

と
い
う
具
合
に
。
そ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
現
代
美
術
に
よ
る
古

典
美
術
の
単
な
る
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
&
引
用
」
を
越
え
「
時
空
を
越
え
た
シ

ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
l

」
の
主
張
で
あ
る
。
美
術
史
不
要
論
の
主
張
は
こ
こ

か
ら
く
る
。
「
思
想
」
の
「
野
暮
を
超
越
す
る
」
「
美
デ
ザ
イ
ン
」
(
二
六
頁
)

の
普
遍
性
が
主
張
さ
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
意
識
が
、
芸
術
家
に
よ
る
先
行
作
品
の
模
倣
問
題
を
越

え
て
時
空
を
制
約
な
く
動
け
る
の
だ
と
い
う
話
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
や
空
間
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
視
界
に
入
れ
な
く
て
も
い
い
、

人
び
と
の
生
き
る
世
界
は
過
去
も
現
在
も
ど
こ
で
も
同
じ
に
見
え
る
と
い

う
主
張
に
帰
結
す
る
。
ホ
ブ
ズ
ボ
l

ム
の
言
う
「
永
遠
の
現
在
の
中
で
育
っ

て
い
る
」
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
安
回
常
雄
は
こ
う
し
た
意
識
現
象
に
関

し
て
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
戦
後
歴
史
学
再
考
|
|
「
国
民
史
」
を
超
え

て
』
(
青
木
書
店
、
二O
O
O

年
)
の
「
方
法
に
つ
い
て
の
断
章
|
|
序
に
か
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え
て
」
で
的
確
な
整
理
を
し
て
い
る
。

安
田
は
い
う
、
歴
史
学
が
直
面
し
て
い
る
困
難
は
「
『
歴
史
ば
な
れ
』
で

は
な
く
、
歴
史
の
『
浮
遊
』
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
は
『
現

在
』
の
『
自
分
』
に
と
っ
て
『
快
適
』
な
要
素
を
自
由
に
引
き
出
せ
る
記

憶
の
貯
蔵
庫
と
し
て
機
能
し
、
逆
に
『
不
快
』
な
要
素
は
、
嫌
わ
れ
排
除

さ
れ
、
歴
史
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
動
揺
し
て
い
っ
た
」
(
二
四
頁
)
と
。
安
田

は
日
本
で
こ
う
し
た
社
会
意
識
が
大
き
く
広
が
り
始
め
た
の
は
一
九
八0

年
代
か
ら
と
見
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
永
遠
の
現
在
の
中
」
に
生
き
て
い
る
の
は
「
若
い
男
女
」
だ

け
の
話
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
国
立
大
学
経
済
学
部
で
講
義
す
る
わ

た
し
の
耳
に
入
っ
て
く
る
学
生
の
声
に
よ
れ
ば
「
経
営
学
を
学
ん
で
い
て

よ
く
耳
に
す
る
の
は
、
常
に
新
し
い
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
、

ど
ん
ど
ん
置
い
て
か
れ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
。
過
去
へ
の
、

つ
ま
り
現
代
(
在
)
が
過
去
の
歴
史
的
所
産
で
あ
る
こ
と
へ
の
、
顧
慮
の

見
ら
れ
な
い
、
関
心
の
ス
パ
ン
の
短
い
こ
の
よ
う
な
研
究
や
教
育
が
次
第

に
大
き
な
勢
い
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
一
つ
の
傾
向
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
実
に

は
、
「
多
文
化
教
育
」
「
異
文
化
理
解
」
「
エ
ス
ニ
ツ
ク
料
理
」
等
の
言
葉
で

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
質
的
に
異
な
っ
た
多
様
な
関
係
が
以
前
よ
り
も
日

常
化
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で
の
モl
リ
ス
H

ス
ズ
キ

か
ら
の
引
用
に
見
た
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
進
展
と
世
界
的
規

模
で
の
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
ら
を
覆
い
包
ん
で
、
む
し
ろ
同
化
・
同
質
化
の

傾
向
が
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
(
「
九
・
二
」
か
ら
イ
ラ
ク
戦
争
へ

と
つ
づ
く
出
来
事
は
、
多
く
の
若
い
人
た
ち
に
も
地
球
的
規
模
で
存
在
す
る
社
会

• 思想史研究における「現場」の諸相特集E

的
格
差
と
生
活
の
あ
り
方
の
違
い
を
刻
印
し
た
よ
う
だ
が
)
。

以
上
の
よ
う
な
「
『
大
き
な
物
語
』
の
失
墜
」
や
「
共
同
体
の
崩
壊
」
か

ら
来
る
「
不
安
感
」
や
歴
史
意
識
の
欠
如
諸
現
象
は
、
今
日
、
自
己
形
成

を
計
ろ
う
と
す
る
世
代
の
多
く
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
て
こ
の
方
の
社
会
や

世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
認
識
論
は
、
こ
う
し
た
主
体
的
危
機
に
ど

う
応
え
う
る
だ
ろ
う
か
。

歴
史
認
識
形
成
上
の
主
体
的
危
機
は
、
当
然
、
歴
史
学
の
動
き
と
連
動

し
て
現
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
歴
史
学
の
動
き
に
つ
い
て
は
安
田
常
雄
が

先
の
論
考
で
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
安
田
は
、
言
語
・
言
説

論
的
な
批
判
や
「
大
き
な
物
語
」
喪
失
な
ど
を
経
た
の
ち
の
歴
史
研
究
の

ひ
と
つ
の
可
能
な
方
向
と
し
て
、
「
小
さ
な
現
場
性
に
立
脚
す
る
こ
と
」
を

要
請
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
の
い
う
「
現
場
性
」
と
は
「
歴
史
(
生
活
史
)

を
背
負
っ
た
表
象
が
せ
め
ぎ
あ
う
力
の
場
の
こ
と
で
あ
り
、
『
複
数
の
主
体

が
共
時
的
な
相
互
接
触
へ
と
さ
ら
さ
れ
る
場
所
』
を
意
味
」
し
て
い
て
、

「
社
会
の
な
か
の
小
さ
な
挿
話
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
批
判
力
と
政
治
力
に
刻
々

と
変
換
さ
れ
、
国
境
を
超
え
る
方
向
」
を
も
期
待
し
う
る
も
の
と
構
想
さ

れ
て
い
る
(
二
六
|
七
頁
参
照
)
。
こ
の
構
想
に
は
納
得
で
き
る
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
現
場
性
」
を
キ
ャ
ッ

チ
す
る
認
識
力
の
存
在
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
歴
史
認
識
を
行
う
認
識

主
体
の
足
元
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

孫
歌
『
ア
ジ
ア
を
語
る
こ
と
の
ジ
レ
ン
マ
|
|
知
の
共
同
空
間
を
求
め 2003 社会思想史研究 No.27
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て
』
(
岩
波
書
店
、
二O
O

二
年
)
は
、
著
者
の
方
法
意
識
と
、
わ
が
国
で
は

も
う
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
明
快
な
立
脚
点
と
に
よ
っ
て
、
今
の
問
題
に

ひ
と
つ
の
光
を
照
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。

本
書
は
、
「
知
の
共
同
体
」
と
い
う
名
称
を
つ
け
た
日
中
間
の
何
度
か
の

会
議
の
体
験
を
も
と
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を

も
見
す
え
つ
つ
、
主
に
日
中
の
あ
い
だ
の
、
近
現
代
史
を
中
心
に
し
た
知

の
交
流
作
業
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

孫
は
、
歴
史
像
や
社
会
像
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
描
く
こ
と
よ
り
も
、
日

中
の
知
の
交
流
で
経
験
し
た
事
柄
に
つ
い
て
の
よ
り
的
確
な
把
握
、
社
会

に
つ
い
て
の
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
理
論
化
や
概
念
化
の
追
究
と
い
っ
た

と
こ
ろ
に
認
識
の
主
眼
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
認
識
姿
勢

に
は
、
と
り
わ
け
日
本
で
の
竹
内
好
体
験
と
も
い
え
る
も
の
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
文
革
の
「
最
終
列
車
」
に
乗
っ
て
出
会
っ

た
農
民
た
ち
と
の
体
験
な
ど
も
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
中
の
会
議
の
な
か
で
感
得
す
る
彼
女
の
次
の
判
断
は
、
そ

の
認
識
姿
勢
を
よ
く
示
す
例
で
、
論
理
的
精
微
化
へ
の
関
心
の
強
さ
を
よ

く
表
し
て
い
る
。

• 
「
〔
中
日
の
〕
対
話
の
中
で
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
が
双
方
別
々
の

意
味
を
も
っ
と
い
う
観
断
が
絶
え
ず
発
生
し
、
そ
う
い
っ
た
繰
り
返
し

の
中
で
、
し
か
も
、
参
加
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
同
じ
よ
う
な
概
念

が
別
々
に
異
な
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
こ
の
微
妙
な
す
れ
違
い
を

明
確
に
す
る
こ
と
に
興
味
を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
す

れ
違
い
は
、
『
中
日
』
の
学
者
の
間
に
発
生
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
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の
学
者
、
日
本
の
学
者
の
ど
ち
ら
の
『
内
部
』
に
も
同
じ
く
発
生
し
て

い
た
。
私
は
だ
ん
だ
ん
と
次
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た

l
l

い
か

な
る
集
団
に
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
、
実
は
、
あ
る
限
ら
れ
た
前
提
の

下
で
の
み
交
流
や
対
話
が
で
き
る
だ
け
だ
。
で
あ
る
の
に
、
人
々
は
、

『
誤
解
は
理
解
の
始
ま
り
』
と
か
『
誤
読
の
意
義
』
な
ど
の
暖
昧
な
語
句

を
口
に
し
て
、
本
来
は
生
産
性
の
富
ん
で
い
る
こ
の
問
題
を
、
草
々
に

処
理
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
:
:
:
も
し
、
私
た
ち
の
学
術
習
慣
の
中
に

概
念
と
言
語
に
つ
い
て
の
相
対
主
義
的
な
感
覚
が
も
う
少
し
で
も
余
計

に
あ
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
複
雑
性
は
、
も
っ
と
深
刻
に
露
呈
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
が
。
」
(
二
四
頁
)

彼
女
は
「
こ
の
世
界
に
生
起
す
る
問
題
」
は
、
本
来
、
理
論
的
に
は
「
分

類
不
可
能
な
も
の
」
だ
、
と
ま
で
い
う
。
そ
し
て
、
理
論
的
操
作
の
む
ず

か
し
い
最
も
深
刻
な
概
念
と
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
概
念
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
こ
で
、
彼
女
の
歴
史
像
・
社
会
像
に
か
か
わ
る
議
論
へ
移
ろ
う
。

彼
女
は
い
う
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
解
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

つ
い
て
の
批
判
的
考
察
に
よ
っ
て
、
非
常
に
明
確
に
も
な
り
ま
た
非
常
に

混
乱
も
し
て
き
で
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
ま
だ
「
皮
膚
感
覚
の
内
部
ま
で

浸
透
」
し
て
い
な
い
、
と
。
そ
れ
は
、
道
を
「
日
本
」
に
求
め
て
「
中
国
」

に
回
帰
す
る
と
い
う
、
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ユ
ラ
ル
な
研
究
方
法
を
と
っ
て

き
た
彼
女
の
確
信
で
、
「
個
別
の
経
験
で
あ
り
、
し
か
も
絶
対
に
個
別
化
し

た
経
験
で
も
な
い
」
(
一
三
頁
)
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

孫
は
、
母
語
文
化
に
根
ざ
し
た
主
体
的
側
面
を
重
視
し
、
そ
こ
に
内
在

し
な
が
ら
、
グ
ロ

l

パ
リ
ゼ
!
シ
ヨ
ン
を
論
じ
る
。
こ
こ
に
は
モ

l

リ
ス
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り
ス
ズ
キ
と
は
異
な
る
足
元
と
目
線
の
据
え
方
が
あ
る
。
孫
は
い
う
、
人

は
(
知
識
人
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
)
自
ら
を
母
語
文
化
か
ら
離
れ
た
「
自

由
な
個
人
」
、
あ
る
い
は
「
国
際
化
」
や
「
文
化
相
対
主
義
」
な
ど
の
立
場

に
あ
る
者
と
規
定
し
て
も
、
「
実
際
に
は
国
家
や
文
化
を
越
え
る
こ
と
な
ど

全
く
で
き
て
い
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
一
つ
の
文
化
内
部
」
で
自
己
の

「
自
足
性
に
対
す
る
懐
疑
が
生
じ
た
時
に
、
初
め
て
文
化
を
越
え
る
と
い
う

こ
と
が
起
こ
り
う
る
」
の
だ
。
一
方
で
母
語
文
化
と
、
他
方
で
外
部
の
情

報
や
異
文
化
と
接
し
な
が
ら
、
「
文
化
の
主
体
を
非
実
体
的
な
『
主
体
性
』

と
し
て
創
り
出
し
、
流
動
的
な
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
過
程
の
な
か
で
、
主

体
認
識
の
新
た
な
可
能
性
を
切
り
開
く
こ
と
」
で
し
か
、
主
体
と
し
て
の

形
成
方
法
は
な
い
、
と
考
え
る
(
一

O

一
ー
ー
五
頁
参
照
)
。

少
し
わ
た
し
の
解
釈
を
つ
け
加
え
る
と
、
孫
は
、
人
び
と
の
共
存
や
民

主
主
義
を
形
づ
く
っ
て
い
く
上
で
、
母
語
文
化
に
足
を
置
い
た
自
己
を
「
自

足
」
的
な
主
体
と
し
て
、
つ
ま
り
自
己
自
身
を
勝
ち
得
た
主
体
と
し
て
、

国
内
関
係
に
お
い
て
も
国
際
関
係
に
お
い
て
も
形
成
し
つ
つ
、
歴
史
像
や

社
会
像
を
構
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て

い
る
と
い
え
る
。

孫
は
、
日
中
の
知
の
交
流
の
場
で
、
こ
う
し
た
主
体
性
論
を
形
づ
く
り

な
が
ら
、
種
々
の
歴
史
的
問
題
を
考
察
し
て
い
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
南

京
事
件
に
か
か
わ
る
東
史
郎
を
め
ぐ
る
中
日
の
反
応
の
違
い
に
関
し
て
で

あ
っ
た
り
、
中
国
人
と
日
本
人
・
韓
国
人
の
国
境
意
識
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
感
情
の
違
い
に
関
し
て
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
詳
細

に
は
立
ち
入
ら
な
い
で
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
竹
内
好
や
丸
山
真
男
な
ど
の

思
想
を
阻
鴫
し
な
が
ら
、
彼
女
が
日
本
の
近
現
代
の
精
神
的
特
性
と
し
て

• 思想史研究における『現場」の諸相特集E

描
い
て
る
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
も
、
現
実
社
会
に
つ
い
て
リ
ア

リ
テ
ィ
の
あ
る
理
論
や
概
念
を
ど
う
獲
得
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
考
察
の

軸
に
な
っ
て
い
る
。
孫
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
理
論
は
抽
象
性
を
持
つ
と
は
い
え
、
時
に
は
抽
象
性
に
よ
っ
て
理
論

が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
:
・
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
出
来
合
い

の
観
念
に
頼
る
こ
と
で
、
抽
象
は
自
ら
の
非
理
論
性
を
暴
露
し
、
直
観

と
の
間
で
共
謀
関
係
を
打
ち
立
て
る
。
:
:
/
ま
さ
に
具
体
的
問
題
に

対
す
る
こ
の
抽
象
の
た
め
に
、
日
本
思
想
史
上
に
は
奇
妙
な
風
景
が
み

ら
れ
る
。
そ
れ
は
批
判
的
な
思
想
と
そ
の
批
判
対
象
と
が
、
長
期
に
わ

た
っ
て
各
々
の
分
を
守
る
形
で
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

戦
後
、
天
皇
制
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
は
、
尊
臭
派
の
フ
ァ
シ

ズ
ム
民
族
主
義
と
共
存
し
て
い
た
し
、
今
日
で
は
、
民
族
主
義
の
脱
構

築
が
多
彩
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
民
族
主
義
と
共
存
し
て
い
る
。
」
(
七
四
|

五
頁
)

こ
の
よ
う
に
日
本
の
批
判
理
論
の
弱
さ
は
、
そ
の
「
抽
象
性
」
に
あ
る

と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ま
た
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

「
戦
後
半
世
紀
ば
か
り
の
歴
史
を
回
顧
す
れ
ば
、
一
つ
の
基
本
的
事
実

を
明
瞭
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
良
識
あ
る
日
本
人
が
、

敗
戦
後
こ
の
戦
争
の
根
源
や
日
本
社
会
の
政
治
構
造
と
戦
争
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
反
省
を
行
い
始
め
て
い
た
、
と
い
う
と

と
で
あ
る
。
原
子
爆
弾
が
広
島
と
長
崎
に
落
と
さ
れ
一
般
市
民
に
巨
大

2ω3 社会思想史研究 No.27



な
傷
害
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
ま
た
米
国
の
占
領
が
歴
史
の
上
で
民
族

主
義
的
情
緒
を
引
き
起
こ
し
た
た
め
に
、
日
本
の
知
識
人
に
よ
る
戦
争

責
任
追
及
と
そ
の
反
省
は
複
雑
な
歴
史
経
路
の
な
か
で
行
わ
れ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
:
:
:
日
本
の
良
識
あ
る
人
び
と
は
、
半
世
紀
あ
ま
り
の

時
間
を
費
や
し
て
も
、
日
本
社
会
に
世
論
と
し
て
存
在
す
る
加
害
者
意

識
と
被
害
者
意
識
と
の
間
に
有
効
な
関
係
を
い
ま
だ
に
打
ち
立
て
る
こ

と
が
で
き
ず
、
こ
の
両
者
は
決
ま
っ
て
『
こ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
、
あ
ち

ら
が
立
た
ず
』
式
の
二
項
対
立
の
枠
内
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
六O
頁
)

〈研究動向〉歴史認識形成一一寺田光雄

孫
に
よ
れ
ば
、
こ
の
原
因
に
は
、
米
国
が
象
徴
天
皇
制
を
利
用
し
て
日

本
を
冷
戦
体
制
に
お
け
る
自
ら
の
共
犯
者
に
仕
立
て
上
げ
た
こ
と
な
ど
い

く
つ
か
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
「
よ
り
重
要
な
の
は
、
戦
後
、
日
本
の

進
歩
的
世
論
が
、
日
本
人
の
民
族
感
情
の
問
題
を
一
度
も
真
正
面
か
ら
処

理
し
た
こ
と
が
な
く
、
具
体
的
な
状
況
に
対
す
る
処
理
と
議
論
に
代
え
て

抽
象
的
な
理
論
と
批
判
と
で
も
っ
て
対
処
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(
六
一
頁
)
と
い
う
。

「
民
族
感
情
」
、
こ
の
概
念
を
孫
は
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
が
、
彼
女

の
論
を
追
え
ば
、
国
境
枠
で
制
約
さ
れ
た
人
び
と
の
様
々
な
日
常
意
識
の

集
合
体
を
指
し
て
い
る
だ
の
と
思
う
。
彼
女
は
、
こ
の
「
民
族
感
情
」
を

整
え
「
生
き
た
歴
史
に
有
効
な
形
で
参
与
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
が
、
日

本
の
批
判
的
知
識
人
た
ち
は
、
そ
こ
に
十
分
に
内
在
し
て
対
話
し
て
こ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
中
国
の
知
識

人
に
と
っ
て
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
。
彼
女
は
い
う
、
「
私
自
身
を
も
含
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ん
だ
中
国
知
識
人
が
、
民
族
感
情
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
日
本
の
良
心
あ
る
知
識
人
と
彼
我
の
痛
み
、
ジ
レ
ン
マ
、
記
憶
を
共

有
す
る
能
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
記
憶
と
は
我
々
が
中
国
の
メ
デ
ィ
ア

で
見
慣
れ
て
い
る
よ
う
な
、
単
純
な
民
族
主
義
的
な
怒
り
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
中
国
知
識
界
が
い
ま
だ
に

解
決
し
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
」
(
五
六
頁
)
と
。
「
日
本
人
の
民
族
感
情
」

に
つ
い
て
彼
女
は
こ
う
も
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
日
本
の
民
族
主
義
」

と
も
「
日
本
の
右
翼
の
イ
デ
オ
ロ
、
キ
l

」
と
も
異
な
る
。

「
民
族
感
情
は
、
非
常
に
狭
隆
な
排
外
的
心
理
を
引
き
起
こ
し
民
族
主

義
的
土
壌
を
形
成
す
る
が
、
同
時
に
、
外
部
世
界
に
直
面
し
た
と
き
に

社
会
や
歴
史
に
対
す
る
己
の
責
任
を
引
き
受
け
る
よ
う
自
覚
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
:
:
:
民
族
感
情
が
全
く
な
い
日
本
人
が
、
戦
争
責
任
を
引

き
受
け
、
ま
た
追
及
す
る
こ
と
を
、
己
の
使
命
と
み
な
す
と
は
想
像
し

難
い
。
:
:
:
民
族
感
情
が
そ
の
他
の
要
因
と
結
合
し
た
と
き
に
、
初
め

て
真
の
世
界
史
意
識
が
芽
生
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
七
一
一
一
頁
)

国
境
枠
で
制
約
さ
れ
た
人
び
と
の
様
々
な
日
常
意
識
と
「
世
界
史
意
識
」

と
の
聞
に
は
大
き
な
距
離
が
あ
り
、
わ
た
し
に
は
、
孫
の
主
張
を
そ
の
ま

ま
で
は
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
彼
女
の
考
察
方
法
は
、

母
語
文
化
(
「
民
族
感
情
」
)
に
根
ざ
し
た
自
己
の
主
体
的
側
面
を
重
視
し
そ

こ
に
内
在
し
つ
つ
、
国
際
関
係
に
お
い
て
も
自
己
の
主
体
性
を
形
成
し
て

い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
彼
女
の
方
法
意
識
と
立
脚

点
は
明
快
で
あ
る
。
他
方
、
彼
女
の
日
本
の
批
判
的
知
性
に
対
す
る
批
判
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で
あ
る
が
、
「
知
の
共
同
体
」
の
実
際
に
つ
い
て
わ
た
し
は
ま
っ
た
く
知
識

が
な
い
の
で
、
そ
の
主
張
の
体
験
的
由
来
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
彼
女
が
竹
内
好
の
批
判
視
角
を
継
承
し
て
今
日
の
日
本
の

そ
う
し
た
知
性
に
対
し
て
投
げ
か
け
て
い
る
、
「
抽
象
性
」
「
非
理
論
性
」

を
も
っ
と
い
う
批
判
は
、
日
本
の
批
判
理
論
に
お
け
る
日
常
意
識
と
の
往

復
の
薄
弱
性
を
突
い
て
い
て
、
一
般
論
と
し
て
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。

言
え
ば
、
私
は
、
今
日
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
す
る
立
場
と
あ
の

世
代
の
思
想
家
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
が
対
立
的
だ
と
は
決

し
て
考
え
て
い
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
、
今
日
の
批
判
が
あ
の
時
代
よ
り

先
進
的
だ
と
も
全
く
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
」
(
一
二
四
頁
)

時
代
の
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
念
頭
に
置
い
た
こ
う
し
た
内
在
批
判

は
、
先
に
見
た
よ
う
な
彼
女
の
方
法
意
識
に
由
来
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
、
わ
た
し
た
ち
が
歴
史
像
・
社
会
像
を
構
成
す
る
と
き
に
、

術
敵
的
視
点
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
自
己
の
主
体
形
成
的
視
点
を
並
存
さ

せ
、
そ
の
主
体
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
対
象
化
す
る
作
業
も
必
要
で
あ
る
と

思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
作
業
は
歴
史
像
・
社
会
像
の
構
成
と
国
境
枠
で

制
約
さ
れ
た
様
々
な
日
常
意
識
と
を
つ
な
げ
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
先
の
よ
う
な
若
い
世
代
の
「
不
安
感
」
や
社
会
意
識
の
傾
向

に
回
答
す
る
足
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

歴
史
認
識
を
行
う
認
識
主
体
の
足
元
を
ど
う
論
じ
る
べ
き
か
、
と
い
う
課

題
の
一
側
面
で
あ
る
。

さ
ら
に
わ
た
し
は
、
本
書
に
見
る
自
己
の
日
常
意
識
(
「
民
族
感
情
」
)
と

歴
史
像
や
社
会
像
の
構
成
と
の
明
確
な
往
復
関
係
を
読
み
な
が
ら
、
同
時

に
、
日
本
の
歴
史
学
に
お
い
て
ー
ー
だ
い
た
い
|
|
一
九
六
0
年
代
後
半

か
ら
七
0
年
代
後
半
に
か
け
て
新
し
い
視
点
や
方
法
を
切
り
拓
い
て
き
た

人
た
ち
が
(
た
い
て
い
が
一
九
二0
年
代
終
わ
り
か
ら
三
0
年
代
半
ば
頃
ま
で
の

生
ま
れ
で
あ
る
が
て
わ
た
し
の
知
る
限
り
こ
と
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日

常
的
経
験
を
幅
広
く
自
ら
の
研
究
活
動
と
往
復
さ
せ
て
歴
史
像
を
構
成
し

て
い
っ
た
姿
を
思
い
浮
か
べ
た
。
そ
う
し
た
点
が
、
七

0
年
代
以
降
す
す

• 思想史研究における「現場J の諸相

そ
し
て
、
彼
女
の
主
体
内
在
的
な
こ
う
し
た
考
察
方
法
は
、
丸
山
真
男

な
ど
日
本
の
戦
後
思
想
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
枠
づ
け
て
い
た
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
読
解
を
生
ん
で
い
る
。
わ
た
し
は

こ
の
理
解
に
納
得
す
る
。
こ
の
読
解
は
|
|
彼
女
い
う
意
味
で
l
l

抽
象

的
で
は
な
い
。

特集 H

「
私
は
昭
和
時
代
の
思
想
史
を
渉
猟
す
る
う
ち
に
、
あ
の
時
代
の
知
識

人
の
最
大
の
苦
悩
は
、
決
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
枠
を
い
か
に
超
え

る
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
己
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
を
、
い
か

に
し
て
さ
ら
に
能
動
性
に
富
ん
だ
位
置
に
設
定
す
る
か
に
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
戦
争
を
経
験
し
て
き
た

世
代
の
方
々
に
つ
い
て
言
え
ば
、
基
本
的
な
課
題
は
簡
単
に
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
超
越
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
が
生
存
す
る
国
家
の
中
で
、

い
か
に
狭
隆
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
お
よ
び
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
政

治
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
闘
う
か
と
い
う
問
題
で
し
た
。
こ
の
た
め
、

そ
の
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
場
を
設
定

で
き
な
け
れ
ば
、
闘
争
は
成
立
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
|
|
結
論
か
ら
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む
欧
米
か
ら
を
中
心
に
し
た
新
し
い
理
論
や
歴
史
研
究
の
成
果
の
流
入
の

リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
と
、
生
活
や
研
究
の
拠
点
の
ボ

l

ダ
レ
ス
化
と
で
見
え

に
く
く
な
っ
た
が
、
次
世
代
、
次
々
世
代
で
そ
う
し
た
点
が
ど
う
な
っ
て

い
っ
た
か
を
追
究
す
る
こ
と
も
、
歴
史
認
識
形
成
の
足
元
の
問
題
を
考
え

る
う
え
で
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。(

て
ら
だ
・
み
つ
お
/
社
会
思
想
史
)

注
「1

鹿
野
政
直
『
「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
l
i
i

歴
史
意
識
の
現
在
と
歴
史

学
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
四
五
頁
。

開
・
回
忌
∞g
S
M
L
h弓A
言
マ
遺
書
、
を
白
骨
ミ
雪
量S
S
S

宮
q
H
U
N
t泡
』
.

回
、
。
足
。
ロHS
F
唱
-
u・
『
極
端
な
時
代
|
|
二O
世
紀
の
歴
史
』
(
上
巻
)
、

河
合
秀
和
訳
、
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
、
五
|
六
頁
。
訳
文
は
必
ず
し

も
邦
訳
に
従
っ
て
い
な
い
。

寺
田
光
雄
「
歴
史
教
育
に
つ
い
て
の
一
断
章
」
(
比
較
史
・
比
較
歴
史
教

育
研
究
会
編
『
帝
国
主
義
の
時
代
と
現
在
|
|
東
ア
ジ
ア
の
対
話
』
未

来
社
、
二
O
O

二
年
、
所
収
)
参
照
。

2 
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〈
公
募
論
文
〉

石
川
三
四
郎
の
非
進
化
論

【
共
生
社
会
の
探
求
】

西
洋
社
会
運
動
史
、
東
洋
文
化
史
に
関
す
る
研
究
も
行
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
石
川
は
守
備
範
囲
の
広
い
思
想
家
・
社
会
運
動
家
で
あ
る
た

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、

石
川
が
到
達
し
た
理
想
社
会
論
の
根
底
を
支
え
る
思
想
の
一
っ
と
考
え

ら
れ
る
「
非
進
化
論
」
に
焦
点
を
絞
り
た
い
。

従
来
、
石
川
研
究
に
お
け
る
士
民
生
活
論
へ
の
関
心
の
集
中
や
、
自

然
科
学
分
野
の
論
考
と
し
て
の
価
値
の
希
薄
性
と
い
う
点
か
ら
、
石
川

の
非
進
化
論
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
石
川
の

非
進
化
論
に
関
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
彼
の
批
評
の
手
法
や
理
想
社

会
論
の
基
盤
、
ま
た
日
本
の
社
会
思
想
史
上
に
お
け
る
位
置
と
そ
の
特

徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。

西
山
拓

は
じ
め
に

い
し
か
わ
さ
ん
し
ろ
う

石
川
三
四
郎
(
一
八
七
六
|
一
九
五
六
)
は
、
日
露
関
戦
の
気
運
が
高

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
明
治
三
十
六
年
、
非
戦
論
を
訴
え
た
幸
徳
秋
水
、
堺

利
彦
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
平
民
社
に
入
社
し
、
日
本
の
社
会
主
義

運
動
の
繋
明
期
を
担
っ
た
。
そ
の
後
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
を
経
て
、

大
正
期
に
「
土
民
生
活
論
」
と
い
う
独
自
の
思
想
の
表
明
を
開
始
し
、

昭
和
初
期
に
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
や
農
民
運
動
に
関
与
し
つ
つ
、
型

に
は
ま
ら
な
い
新
し
い
社
会
運
動
の
方
向
を
模
索
し
た
。
そ
の
言
及
の

範
囲
は
、
非
戦
論
、
協
同
組
合
論
、
自
由
恋
愛
論
、
教
育
論
、
非
進
化

論
、
農
村
改
革
論
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
、
民
間
学
者
と
し
て
、

2ω3 社会思想史研究 No.27
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以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
論
文
で
は
石
川
三
四
郎
の
非
進
化
論

に
着
目
す
る
。
は
じ
め
に
、
近
代
日
本
の
進
化
論
の
受
容
過
程
、
お
よ

び
、
進
化
論
に
関
心
を
示
し
た
社
会
主
義
者
の
な
か
に
お
け
る
石
川
の

論
の
位
置
を
見
て
い
く
。
次
に
、
論
考
集
『
非
進
化
論
と
人
生
』
(
大
正

十
四
年
)
を
と
り
あ
げ
、
本
書
の
発
行
ま
で
の
思
想
遍
歴
、
論
考
集
の

要
点
、
批
評
手
法
の
特
徴
を
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
非
進
化
論
が
、

石
川
が
到
達
し
た
理
想
社
会
論
に
連
関
す
る
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

な
お
、
考
察
に
際
し
、
近
年
、
人
類
の
抱
え
る
諸
問
題
を
積
極
的
に
解

決
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
世
界
的
規
模
で
「
共
生
社
会
」
の

探
求
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、

「
共
生
社
会
」
を
、
協
力
的
、
調
和
的
共
存
と
い
う
積
極
的
な
共
存
関
係

の
あ
る
社
会
と
定
義
す
る
こ
と
と
す
説
。

石
川
自
身
は
、
鍵
と
な
る
用
語
と
し
て
、
「
共
生
」
で
は
な
く
、
「
共

助
」
、
「
共
働
」
、
「
協
同
」
な
ど
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
本
論
文
で

は
、
石
川
の
思
想
的
産
物
が
、
共
生
を
め
ぐ
る
模
索
の
過
程
で
、
根
底

部
に
お
い
て
寄
与
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら

考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

石
川
三
四
郎
の
非
進
化
論
の
位
置

• 
近
代
日
本
の
進
化
論
の
受
容
過
程
に
お
け
る
位
置

あ
お
い
か
わ
の
ぶ
ち
か

近
代
日
本
に
お
け
る
進
化
論
の
受
容
は
、
明
治
七
年
に
葵
川
信
近
が
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『
北
郷
談
』
に
お
い
て
ダl
ウ
イ
ン
と
進
化
論
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と

に
そ
の
淵
源
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
ダ

l

ウ
イ

ン
の
同
ヨ
マ
。
品§
3弓
Y
S
M
(
一
八
五
九
年
)
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
明
治

二
十
九
年
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
問
、
ス
ベ
ン
サ
ー
や
ト
マ
ス
・
ハ
ッ

ク
ス
リ
!
の
翻
訳
、
ま
た
日
本
人
に
よ
る
社
会
進
化
論
を
主
題
と
す
る

書
物
が
出
さ
れ
た
。
進
化
論
は
、
当
初
か
ら
生
物
学
的
関
心
よ
り
も
、

社
会
構
造
を
説
明
す
る
た
め
の
基
礎
理
論
で
あ
る
と
い
う
関
心
か
ら
受

け
容
れ
ら
れ
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
論
壇
に
お
け
る
流
行
現
象
を
引
き
お

こ
し
た
。
な
か
で
も
加
藤
弘
之
が
明
治
十
五
年
に
天
賦
人
権
否
定
論
を

表
明
し
た
こ
と
は
、
進
化
論
の
拡
大
解
釈
の
事
例
と
し
て
広
く
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

進
化
論
の
受
容
の
背
景
に
は
、
社
会
が
変
転
、
進
歩
し
て
い
く
こ
と

は
「
良
い
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
変

転
、
進
歩
す
る
こ
と
が
良
い
こ
と
な
の
か
、
ま
た
、
良
い
社
会
と
は
何

か
と
い
っ
た
、
根
源
的
な
問
い
に
関
す
る
議
論
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い

ま
ま
に
、
半
ば
盲
目
的
に
進
化
論
の
受
容
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

明
治
政
府
の
近
代
化
政
策
に
よ
り
、
西
洋
の
学
芸
が
大
量
に
輸
入
さ
れ

る
状
況
で
は
、
各
々
に
関
し
て
そ
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
を
探
究
す
る

余
裕
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
進
化
論
は
西
洋

の
学
芸
の
な
か
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
受
容
に
際
し

て
、
根
源
的
な
問
い
を
含
め
た
十
分
な
議
論
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
日
本
の
学
界
や
論
壇
に
と
っ
て
負
の
遺
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
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で
き
よ
う
。

進
化
論
を
社
会
に
お
け
る
「
優
勝
劣
敗
」
「
適
者
生
存
」
を
裏
付
け
る

理
論
と
し
て
応
用
し
よ
う
と
い
う
風
潮
に
対
し
て
批
評
を
行
っ
た
り
、

学
術
面
で
の
客
観
性
を
保
ち
な
が
ら
進
化
論
に
向
き
合
う
人
々
も
い
た
。

ば
ぱ

加
藤
の
天
賦
人
権
否
定
論
に
反
論
し
た
自
由
民
権
運
動
家
た
ち
(
馬
場

事
情
、
矢
野
文
雄
、
植
木
枝
盛
ら
)
や
、
『
六
号
雑
誌
』
を
拠
点
と
し
た
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
知
識
人
た
ち
は
、
明
治
十
年
代
後
半
に
早
く
も
議
論
を

行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
同
二
十
一
二
年
に
は
、
万
物
に
お
け
る
理
想
の
実

お
お
に
し
は
じ
め

現
を
進
化
の
過
程
で
あ
る
と
解
釈
す
る
大
西
祝
の
『
良
心
起
原
論
』
が

出
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
十
年
代
末
か
ら
大
正
期
に
は
、
生
物
学
者
の
丘
浅
次
郎
が
『
進

化
論
講
話
』
(
明
治
三
十
七
年
)
、
『
生
物
学
講
話
』
(
大
正
五
年
)
を
著
し

て
進
化
論
に
関
す
る
悲
観
的
な
見
解
を
示
し
、
西
洋
の
学
術
を
盲
目
的
、

表
面
的
に
受
容
す
る
風
潮
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
ま
た
、
こ
の

時
期
に
は
社
会
主
義
運
動
が
勃
興
し
て
お
り
、
多
く
の
社
会
主
義
者
が

社
会
変
革
を
支
え
る
基
礎
理
論
と
し
て
進
化
論
に
着
目
し
て
い
る
。

石
川
が
進
化
論
に
関
す
る
発
言
を
本
格
的
に
開
始
す
る
の
は
大
正
末

で
あ
る
。
彼
は
明
治
末
よ
り
社
会
主
義
運
動
に
参
画
し
て
い
た
が
、
す

で
に
安
部
磯
雄
や
幸
徳
秋
水
な
ど
の
盟
友
が
進
化
論
に
関
し
て
発
言
を

行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
連
の
議
論
を
見
た
上
で
、
大
正
十
四
年
に

論
考
集
『
非
進
化
論
と
人
生
』
を
発
行
し
た
。
石
川
は
、
進
化
論
と
社

会
改
革
を
な
ん
ら
か
の
形
で
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
何
人
か
の
社
会
主

• 

義
者
と
異
な
り
、
進
化
論
に
疑
義
を
表
明
す
る
。
盟
友
た
ち
と
の
差
異

に
関
し
て
は
次
項
で
見
る
。

本
項
で
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
石
川
が
、
進
化
論
が
一
種
の
流
行

現
象
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
中
立
的
な
立
場
に
立
っ

た
上
で
価
値
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
議
論
に
加
わ
っ

て
い
た
人
々
の
群
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
進
化
論
の

受
容
は
大
正
末
で
一
段
落
が
つ
く
た
め
、
石
川
の
発
言
は
、
近
代
日
本

に
お
け
る
進
化
論
の
受
容
過
程
の
末
期
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
。

同
時
代
の
社
会
主
義
者
と
の
差
異

前
項
に
お
い
て
、
明
治
三
十
年
代
末
よ
り
社
会
主
義
者
が
進
化
論
に

関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
ふ
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
項
で
は
、
石
川
の

論
が
当
時
の
社
会
主
義
者
の
進
化
論
に
関
す
る
発
言
の
な
か
で
し
め
る

位
置
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

当
時
の
社
会
主
義
者
の
な
か
で
、
直
接
的
で
あ
れ
、
間
接
的
で
あ
れ
、

進
化
論
に
関
す
る
発
言
を
し
て
い
た
の
は
、
安
部
磯
雄
、
大
杉
栄
、
幸

た
か
ば
た
け
も
と
ゆ
き
も
り
ち
か
う
ん
ぺ
い

徳
秋
水
、
堺
利
彦
、
高
畠
素
之
、
田
添
鉄
二
、
森
近
運
平
、
山
川
均
な

ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
広
義
の
社
会
主
義
の
原
理
に
基
づ
く
と
い
う
点
で

は
共
通
の
意
思
を
も
っ
て
い
た
が
、
個
別
の
思
想
に
基
づ
い
て
進
化
論

に
関
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
を
紹
介
す
る
紙
幅

が
な
い
た
め
、
代
表
的
な
見
解
を
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

2 
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安
部
磯
雄
や
森
近
運
平
は
、
競
争
原
理
は
認
め
つ
つ
も
、
自
由
競
争

社
会
に
お
け
る
生
存
競
争
か
ら
、
高
尚
な
精
神
的
競
争
が
行
わ
れ
る
社

会
へ
の
移
行
を
希
求
し
た
。
ま
た
、
幸
徳
秋
水
は
、
生
物
の
進
化
に
お

い
て
、
競
争
原
理
と
協
同
原
理
が
並
存
す
る
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。

高
畠
素
之
、
田
添
鉄
二
ら
は
、
社
会
発
展
の
理
論
と
し
て
の
進
化
論
を
、

社
会
主
義
の
理
想
と
す
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
基
礎
原
理
と
し
て

活
用
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
無
政
府
主
義
的
傾
向
が
強
か
っ
た
大

杉
栄
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
影
響
の
下
に
、
ダ
l

ウ
イ
ン
の
い
う
生
存

競
争
の
な
か
で
広
義
の
生
存
競
争
は
「
相
五
扶
助
」
社
会
に
向
か
っ
て

い
く
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
山
川
均
も
大
杉
と
類
似
す
る
見
解
を
示

し
て
い
る
。

各
社
会
主
義
者
は
、
進
化
の
法
則
そ
の
も
の
を
受
け
容
れ
る
と
い
う

点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
社
会
進
化
論
の
応
用
方
法
に
関

し
て
の
批
評
や
、
進
化
論
を
い
か
に
社
会
改
革
の
た
め
の
基
礎
理
論
と

し
て
活
用
す
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
石
川
は
、
進
化
論
を
端
か
ら
否
定
す
る
と
い
う

見
解
を
示
し
た
。

石
川
の
進
化
論
に
関
す
る
見
解
は
、
彼
が
明
治
末
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

の
相
互
扶
助
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
杉
栄
の
見
解
に

類
似
す
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
次
節
に
お
い
て
見
て
い
く

こ
と
で
あ
る
が
、
石
川
は
、
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
以
上
に
イ
ギ
リ
ス
の
思
想

家
・
詩
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
l

ベ
ン
ダ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ナ
キ
ス
ト
・
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地
理
学
者
エ
リ
ゼ
・
ル
ク
リ
ュ
を
研
究
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
の
下
に

進
化
論
批
評
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
大
杉
の
見
解
と
は
異
な
る
所
に
位

置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
石
川
が
社
会
主
義
陣
営
の
な
か
で
も
特

異
な
進
化
論
批
評
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
石
川
は
ど
の
よ
う

な
経
緯
に
よ
り
進
化
論
に
疑
問
を
も
っ
に
い
た
り
、
ど
の
よ
う
な
批
評

を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

石
川
三
四
郎
の
非
進
化
論
の
特
徴

非
進
化
論
の
提
唱
ま
で
の
思
想
遍
歴

石
川
は
大
正
十
二
年
頃
か
ら
進
化
論
に
対
す
る
疑
義
を
公
に
し
て
い

く
が
、
そ
の
時
期
は
石
川
の
思
想
遍
歴
上
に
お
い
て
ど
こ
に
位
置
す
る

で
あ
ろ
う
か
。

石
川
は
明
治
三
十
四
年
に
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
、
社
会
運
動

に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
同
三
十
六
年
に
は
平
民
社
に
入
社
し
、

社
会
主
義
思
想
の
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
平
民
社
の
社
会
主
義
伝

道
活
動
の
一
環
と
し
て
の
消
費
組
合
運
動
や
、
社
会
主
義
運
動
の
分
裂

後
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
運
動
、
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
下
に
お
け
る

田
中
正
造
の
谷
中
村
で
の
闘
争
へ
の
参
画
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
社
会

運
動
に
関
わ
っ
た
。
し
か
し
、
個
人
の
救
済
と
社
会
改
革
の
両
立
と
い

う
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
が
抱
え
る
難
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
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明
治
四
十
年
に
筆
禍
事
件
に
よ
り
入
獄
し
、
一
般
社
会
か
ら
物
理
的

に
距
離
を
置
い
て
読
書
と
思
索
に
励
む
な
か
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ

1

ベ

ン
タ
!
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
惹
か
れ
た
。
出
獄
後
は
、
内
在
的
な
心
霊

と
外
在
的
な
宇
宙
・
自
然
と
の
一
体
化
を
探
求
す
る
カ

l

ベ
ン
ダ
ー
の

思
想
を
、
自
ら
が
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
運
動
の
限

界
点
を
越
え
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
た
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
、
研
究

を
継
続
し
た
。

大
正
二
1

九
年
に
か
け
て
、
石
川
は
、
社
会
主
義
者
に
対
す
る
官
権

の
弾
圧
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
に
亡
命
し
た
。

そ
の
問
、
数
回
に
わ
た
り
カ
l

ベ
ン
ダ
ー
に
面
会
し
、
彼
の
自
然
と
人

間
の
一
体
化
を
唱
え
る
思
想
を
体
得
し
て
い
く
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
、
モ
ロ
ツ
コ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
学
者
・
ア
ナ
キ
ス
ト
、

エ
リ
ゼ
・
ル
ク
リ
ュ
の
甥
ポ
ー
ル
・
ル
ク
リ
ュ
の
支
援
を
受
け
、
人
文

地
理
学
の
研
究
や
、
農
作
業
の
手
伝
い
な
ど
を
し
て
過
ご
し
た
。

石
川
は
在
欧
中
、
第
一
次
世
界
大
戦
や
、
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
な

ど
の
公
害
を
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
占
領
下
の
ブ
リ
ユ
ツ
セ

ル
で
は
籍
城
生
活
を
行
っ
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
煙
害
を
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
体
験
が
石
川
に
物
質
文
明
の
限
界
を
確
信
さ
せ
る
契
機
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
石
川
は
、
ヵ
l

ベ
ン
タ
ー
か
ら
人
間
と
自
然
と
の

調
和
を
意
識
し
た
社
会
生
活
の
重
要
性
を
、
ル
ク
リ
ュ
家
か
ら
は
人
文

地
理
学
的
見
識
に
基
づ
い
て
社
会
改
革
を
考
え
る
こ
と
の
有
益
性
を
学

び
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。

石
川
は
、
帰
国
直
後
の
大
正
九
年
十
一
月
に
「
土
民
生
活
論
」
を
表

明
し
、
昭
和
二
年
に
は
そ
の
具
現
化
と
し
て
東
京
の
千
歳
村
(
現
在
の

世
田
谷
区
八
幡
山
)
に
お
い
て
文
筆
業
と
農
業
を
両
立
す
る
半
農
生
活
を

始
め
る
。
同
四
年
に
は
主
催
す
る
「
共
学
社
」
か
ら
雑
誌
『
デ
イ
ナ
ミ
ツ

ク
』
を
発
刊
し
、
自
ら
の
意
見
を
発
表
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和

八
年
(
五
十
七
歳
時
)
頃
に
理
想
社
会
論
が
成
熟
期
を
迎
え
る
。
そ
の

後
、
戦
時
中
も
半
農
生
活
を
継
続
し
、
晩
年
は
人
文
地
理
や
歴
史
の
研

究
や
、
終
戦
後
の
新
し
い
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
に
関
わ
っ
た
り
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
石
川
の
思
想
遍
歴
を
見
て
く
る
と
、
非
進
化
論
の
提
唱

を
始
め
た
大
正
十
二
年
は
、
土
民
生
活
の
提
唱
を
始
め
た
大
正
九
年
か

ら
理
想
社
会
論
が
完
成
す
る
昭
和
八
年
の
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
正
末
の
石
川
の
執
筆
活
動
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
社
会
問
題
や
平
和
論
、
フ
ラ
ン
ス
の
戯
曲
の
翻
訳
、
関
東
大
震
災
を

受
け
て
の
社
会
評
論
、
農
業
問
題
、
労
働
組
合
論
な
ど
に
及
ぶ
が
、
い

ず
れ
も
ジ
ャ
l

ナ
リ
ス
テ
イ
ク
な
面
が
つ
よ
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て

非
進
化
論
関
係
の
文
章
は
、
根
源
的
な
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
以
上

の
点
か
ら
、
非
進
化
論
は
石
川
の
言
論
活
動
上
に
お
い
て
要
と
な
る
時

期
に
位
置
し
て
お
り
、
か
っ
、
論
考
と
し
て
も
存
在
意
義
の
あ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見

て
い
く
。

• 
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論
考
集
『
非
進
化
論
と
人
生
』

石
川
は
、
大
正
十
四
年
に
そ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
論
考
や
翻
訳
、

お
よ
び
書
き
下
ろ
し
を
含
め
て
『
非
進
化
論
と
人
生
』
を
発
行
し
た
。

本
書
に
先
立
っ
て
、
石
川
は
翻
訳
書
を
除
い
て
九
冊
の
単
行
本
を
発
行

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
消
費
組
合
の
解
説
、
西
洋
社
会
運
動
史
、
ヵi

ベ
ン
ダ
ー
の
紹
介
、
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ム
の
解
説
、
人
文
地
理
・
歴
史

研
究
、
回
想
記
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
石
川
の
見
解
が
添
え
ら
れ
て
い

る
が
、
独
自
の
哲
学
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
的

探
究
と
い
う
面
で
は
、
明
治
四
十
年
に
入
獄
し
た
際
に
書
き
溜
め
た
ノ

l

拓
ト
を
も
と
に
作
ら
れ
た
『
虚
無
の
霊
光
』
が
あ
る
が
、
発
売
禁
止
と
な
っ

酬
で
い
た
。
ま
た
、
本
書
は
青
年
期
の
苦
悩
の
記
念
碑
と
い
う
性
格
が
つ

一
ょ
い
と
い
え
る
。

端
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
『
非
進
化
論
と
人
生
』
は
、
石
川
が
自
ら
の

地
思
想
を
初
め
て
本
格
的
に
世
に
問
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
た

蜘
単
行
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
針
。
ま
た
、
本
書
の
一
部
は
昭
和

四
八
年
に
、
『
歴
史
哲
学
序
論
』
の
第
二
篇
「
進
化
思
想
及
び
進
歩
思
想
」

訓
・
に
加
筆
修
正
を
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
同
二
十
二
年
に
は
、

お
こ
の
第
二
篇
が
『
進
化
論
研
究
』
と
い
う
単
行
本
と
し
て
発
行
さ
れ
て

泊
四
(
幻
)

勢
い
る
。
石
川
が
進
化
論
に
対
す
る
疑
義
を
長
期
間
に
わ
た
り
力
説
し
ょ

(
鴎
)

他
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
非
進
化
論
と
人
生
』
は
四
篇
よ
り
な
る
。
第
一
篇
は
進
化
思
想
・
進

歩
思
想
に
関
す
る
批
評
、
第
二
篇
は
エ
リ
ゼ
・
ル
ク
リ
ユ
の
『
地
人
論
』
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第
一
巻
第
一
一
章
の
全
訳
、
第
三
篇
は
大
正
九
年
以
降
唱
え
て
き
た
「
士

民
生
活
」
に
関
す
る
論
考
、
そ
し
て
第
四
篇
は
、
明
治
四
十
年
に
発
行

し
た
『
哲
人
カ
l

ベ
ン
タ
l

』
に
青
年
期
の
記
念
碑
と
し
て
収
録
し
た

随
想
の
再
録
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
各
篇
が
独
立
し
て
い

る
た
め
、
石
川
が
発
行
に
際
し
て
、
書
名
の
由
来
や
発
行
の
目
的
に
つ

い
て
ふ
れ
た
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
で
約
十
三
枚
の
序
を
書
い
て
い
る
。

四
篇
の
な
か
で
も
第
一
篇
は
、
大
正
十
一
一
年
以
降
に
書
か
れ
た
、
進

化
論
に
直
接
関
わ
る
論
考
よ
り
な
る
が
、
序
は
そ
れ
ら
の
論
考
の
執
筆

を
経
て
導
か
れ
た
、
進
化
論
に
関
す
る
石
川
の
見
解
の
結
論
が
凝
縮
さ

(
叩
)

れ
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
序
に
焦
点
を

絞
り
つ
つ
、
そ
の
要
点
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

①
進
化
思
想
に
対
す
る
疑
義
・
:
・
進
化
思
想
は
科
学
的
社
会
主
義
の

基
礎
概
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
進
化
論
者
は
、
人
間
の
道
徳

的
感
情
、
知
力
は
環
境
に
応
じ
て
発
達
し
て
き
た
も
の
と
す
る
。
こ
の

考
え
を
基
に
す
る
と
、
政
治
カ
を
も
っ
て
制
度
改
革
を
行
え
ば
社
会
が

善
く
な
る
と
結
論
づ
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
宇
宙
、
人
生
の
諸

現
象
は
、
因
・
縁
・
果
の
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

進
化
思
想
は
縁
の
み
を
見
て
い
て
因
を
無
視
し
て
い
る
。
各
人
が
あ
る

環
境
に
接
し
て
あ
る
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
因
・
縁
・
果
の

関
係
は
み
な
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
類
歴
史
の
行
進
に
自
ら
一
定

の
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
数
の
諸
運
動
が
総
合
さ
れ
て
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成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
生
活
上
の
波
動
は
無
数
の
形
態
を
お
び

る
こ
と
と
な
る
。
世
の
中
は
、
人
々
に
備
わ
る
悪
善
両
面
の
因
が
、
「
善

果
」
を
も
た
ら
す
よ
う
な
縁
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
。

• 
②
進
化
説
に
対
す
る
疑
義
・
・
・
・
・
・
変
化
の
意
味
に
お
け
る
進
化
が
我
々

の
人
生
に
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
電
光
石
火
の
よ
う
な
生
涯
し
か
も
た

な
い
人
聞
の
生
活
に
は
、
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
生
存
競
争
説
、
社
会
進
化
論
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
「
進
歩
」
を

宗
教
と
す
る
よ
う
な
近
代
生
活
に
お
い
て
は
、
「
新
」
が
「
真
」
で
あ

り
、
「
変
化
」
は
「
改
善
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
社
会

改
造
運
動
も
こ
の
流
れ
に
の
っ
て
い
る
。
人
類
の
歴
史
の
動
的
変
遷
は
、

常
に
新
し
い
も
の
を
求
め
て
興
亡
盛
表
の
屍
を
留
め
て
き
た
に
す
ぎ
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
人
類
の
歴
史
に
内
在
し
て
静
的
動
力
と
な
っ

て
き
た
思
想
を
見
る
と
、
人
間
の
本
能
的
感
情
と
も
い
う
べ
き
も
の
が

保
持
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
人
情
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
古
今
東
西
不
変
の
も
の
で
あ
る
。

③
社
会
改
造
の
方
法
・
・
・
・
・
・
人
情
を
標
準
と
し
て
社
会
改
造
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
党
よ
り
も
労
働
者
の
連
帯
を

図
り
や
す
い
労
働
組
合
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
知
識
人
、
頭
脳
労
働

者
が
自
ら
進
ん
で
理
想
的
な
組
合
を
作
り
、
新
社
会
の
基
礎
と
な
る
共

同
生
活
の
模
型
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
筋
肉
労
働
者
は
、
知
識

人
階
級
の
権
力
階
級
か
ら
の
分
離
と
、
知
識
偏
重
が
も
た
ら
す
害
を
防

ぐ
た
め
に
彼
ら
に
啓
蒙
運
動
を
行
う
。
社
会
運
動
に
携
わ
る
者
は
、
千

古
伝
来
の
伝
統
で
あ
る
人
情
の
真
義
を
発
揮
し
、
拡
充
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

以
上
の
三
点
が
、
石
川
が
序
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
ら
の
要
点
で

あ
る
。
序
に
続
く
第
一
篇
で
は
、
こ
れ
ら
の
主
張
を
補
強
す
る
た
め
に
、

ル
ネ
・
カ
ン
ト
ン
、
ア
ン
リ
・
フ
ァ

l

ブ
ル
、
丘
浅
次
郎
ほ
か
の
生
物

学
、
地
質
学
に
関
す
る
論
文
の
紹
介
や
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
石
川
の
見

解
が
添
え
ら
れ
て
い
説
。
全
体
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
石
川
が
生

物
学
上
の
事
例
を
出
し
て
科
学
評
論
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
進
化
論
批
判
を
通
じ
て
社
会
評
論
を
行
お
う
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
項
で
は
石
川
の
批
評
の
特
徴
を
見
て
い
き

た
い
。

批
評
手
法
の
特
徴

本
項
で
は
、
石
川
が
非
進
化
論
を
展
開
し
た
際
の
特
徴
を
見
る
た
め

に
、
彼
が
批
評
の
対
象
と
し
た
こ
と
、
批
評
の
論
拠
、
結
論
と
し
て
提

起
し
た
こ
と
の
三
項
目
に
分
け
、
各
項
目
に
つ
い
て
概
要
を
記
し
、
さ

ら
に
そ
れ
ら
に
関
し
て
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

3 ①
批
評
の
対
象
:
:
:
「
進
歩
完
成
の
意
味
に
於
け
る
進
化
の
事
実
が
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果
し
て
生
物
界
人
類
界
に
存
在
す
る
や
否
や
」
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発

(
担
)

し
、
「
進
化
思
想
」
と
「
進
化
説
」
の
二
つ
を
批
評
の
対
象
と
し
た
。

ま
ず
、
進
化
思
想
に
対
す
る
疑
義
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
先
に
見
た

よ
う
に
、
石
川
は
進
化
思
想
を
科
学
的
社
会
主
義
の
基
礎
概
念
で
あ
る

と
い
う
前
提
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
諸
生
物
、
人
間
、
人
聞
社
会

が
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
不
完
全
か
ら
完
全
に
進
化
す
る
と
い
う
進
化
思

想
は
、
社
会
に
対
し
て
機
械
的
操
作
を
行
え
ば
理
想
社
会
が
開
か
れ
る

と
い
う
考
え
方
に
結
び
つ
く
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
科
学

的
社
会
主
義
に
基
づ
く
社
会
改
革
が
も
っ
て
い
る
危
険
性
を
指
摘
し
よ

う
と
す
る
石
川
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

ロ
シ
ア
革
命
が
一
九
一
七
(
大
正
六
)
年
に
起
こ
り
、
日
本
の
知
識

人
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
が
、
石
川
は
こ
の
時
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

滞
在
し
て
お
り
、
ポ
ー
ル
・
ル
ク
リ
ュ
や
そ
の
盟
友
を
通
じ
て
、
独
裁

体
制
の
形
成
と
、
社
会
主
義
の
初
期
の
目
的
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
ロ
シ

ア
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
石
川
の
科
学
的
社

会
主
義
に
対
す
る
疑
義
は
、
日
本
に
い
た
知
識
人
よ
り
も
早
い
段
階
で

形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
大
正
十
四
年
に
、
非
進
化
論
を
科
学
的
社

会
主
義
批
判
と
結
び
つ
け
て
表
明
す
る
結
果
に
つ
な
が
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
石
川
は
科
学
的
社
会
主
義
に
基
づ
か
な
い
社
会
改
革
案
を
表
明

す
る
準
備
と
し
て
非
進
化
論
を
唱
え
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
進
化
説
に
対
す
る
疑
義
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
石
川
は
進
化

説
を
社
会
進
化
論
の
基
礎
理
論
と
な
る
説
と
し
て
批
評
の
対
象
に
し
て
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い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
『
非
進
化
論
と
人
生
』
の
第
一
篇
で
は
、
生
物

学
者
の
諸
説
を
あ
げ
て
、
進
化
説
で
は
説
明
が
で
き
な
い
例
に
つ
い
て

ふ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
石
川
が
自
ら
の
主
張
を
補
強
す
る
た
め
に

並
べ
た
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
自
然
科
学
上
の
学
術
論
文
と
し

て
進
化
説
そ
の
も
の
に
反
論
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

石
川
が
批
評
す
る
の
は
、
「
高
等
」
、
「
下
等
」
な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て

生
物
を
分
類
し
よ
う
と
す
る
自
然
科
学
者
の
研
究
態
度
や
、
そ
の
背
景

に
あ
る
科
学
信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
等
な
動
物
で
あ
る
と
さ
れ
る

人
聞
が
生
み
出
す
物
質
文
明
を
、
進
化
の
証
で
あ
る
と
し
て
満
足
し
て

い
る
人
間
の
購
り
に
対
し
て
も
批
評
が
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

石
川
は
、
人
聞
が
い
か
に
自
然
を
理
解
し
、
接
し
て
い
く
べ
き
か
と
い

う
関
心
か
ら
話
を
進
め
て
い
た
。

②
批
評
の
論
拠
:
・
:
進
化
思
想
に
関
し
て
は
、
機
械
的
物
質
主
義
の

人
生
観
・
歴
史
観
に
結
び
つ
い
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
人
類
の
変
動
の

歴
史
に
内
在
す
る
静
的
動
力
の
部
分
に
ふ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

進
化
説
に
関
し
て
は
、
「
変
化
」
の
意
味
の
「
進
化
」
が
あ
る
と
し
た
場

合
で
も
、
人
間
の
短
い
生
涯
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
社
会
変
動
の
説
明
と
し
て
社
会
進
化
論
に
応
用
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
点
を
あ
げ
て
い
る
。

石
川
は
、
人
生
の
諸
現
象
に
関
し
て
、
人
間
に
は
諸
動
物
と
も
異
な

る
な
ん
ら
か
の
天
性
、
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
因
」
と
な
っ
て
各
人
が
遭
遇



す
る
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
、
す
な
わ
ち
「
縁
」
を
通
じ
て
、
自
ら
異
な
っ

〈
白
)

た
「
果
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
進

化
思
想
は
、
人
生
の
諸
現
象
の
説
明
に
際
し
、
「
縁
」
と
「
果
」
の
み
に

触
れ
て
お
り
、
「
因
」
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
進
化
論
者

や
科
学
的
社
会
主
義
者
は
、
人
間
の
道
徳
的
感
情
や
知
力
は
、
環
境
に

応
じ
て
経
験
を
重
ね
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
も
っ

て
き
た
も
の
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か

ら
、
石
川
は
、
進
化
思
想
を
機
械
的
物
質
主
義
の
人
生
観
・
歴
史
観
を

生
み
出
す
も
の
と
し
て
い
る
。

環
境
決
定
論
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
素
質
も
ま
た
与
え
ら
れ
た
内
的

環
境
と
と
ら
え
る
立
場
も
ふ
く
め
て
論
じ
ら
れ
る
た
め
、
進
化
論
者
と

環
境
決
定
論
を
結
び
つ
け
て
、
彼
ら
が
天
性
を
無
視
し
て
い
る
と
す
る

石
川
の
指
摘
は
、
的
を
射
て
い
な
い
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
論
法
に
若

干
の
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
素
質
と
い
う
問
題
に

関
し
て
、
石
川
は
、
人
間
に
は
本
能
的
感
情
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
不
変
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
類
の
歴
史
に
内
在
し
て
静
的

動
力
と
な
っ
て
き
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

次
に
進
化
説
を
批
評
す
る
論
拠
に
つ
い
て
見
る
。
石
川
は
進
化
説
の

提
唱
者
が
い
う
「
進
化
」
は
、
「
変
化
」
で
あ
り
、
進
化
と
い
う
用
語
を

用
い
る
点
に
す
で
に
論
者
、
あ
る
い
は
人
間
の
購
り
が
あ
る
と
い
う
見

解
を
示
し
て
い
る
。
後
か
ら
発
生
し
て
き
た
生
物
ほ
ど
高
等
で
あ
り
、

最
後
に
位
置
す
る
人
類
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
、
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自
然
を

征
服
し
て
人
工
的
な
空
間
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
点
を
指
摘
し
た
。

自
然
科
学
者
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
と
い
う
保

証
は
な
い
た
め
、
石
川
が
自
ら
の
主
張
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
進
化

論
者
を
意
図
的
に
対
極
に
置
い
て
い
る
よ
う
な
面
も
あ
る
。
し
か
し
、

同
じ
現
象
を
「
変
化
」
と
「
進
化
」
の
ど
ち
ら
の
表
現
に
す
る
か
と
い

う
問
題
に
着
目
し
て
い
る
点
に
は
、
進
化
論
を
、
動
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
絶
対
的
定
理
に
ま
で
も
っ
て
い
か
ず
、
価
値
判
断
の
可
能
な
領
域

で
議
論
を
進
め
よ
う
と
す
る
石
川
の
意
思
が
う
か
が
え
る
。

③
「
人
情
」
の
提
起
:
:
:
人
類
の
歴
史
に
内
在
し
て
静
的
動
力
と
な
っ

て
き
た
不
変
的
な
も
の
を
「
人
情
」
と
呼
び
、
こ
の
人
情
を
標
準
と
し

て
、
変
化
し
つ
づ
け
る
環
境
に
対
す
る
適
応
策
を
た
て
る
必
要
が
あ
る

と
し
た
。
そ
し
て
、
人
情
を
基
に
形
成
さ
れ
る
労
働
組
合
が
新
社
会
の

基
礎
と
な
る
共
同
生
活
の
模
型
と
な
り
、
教
育
的
波
及
効
果
を
も
た
ら

す
よ
う
な
社
会
改
革
運
動
を
希
求
し
た
。

石
川
は
「
人
道
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
通
俗
的
に
感
じ
ら
れ
る
「
人

情
」
を
好
む
と
し
て
お
り
、
大
衆
の
聞
に
お
け
る
人
情
が
満
足
さ
せ
ら

れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
集
団
の
幸
福
の
程
度
が
決
定
さ
れ

る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
『
非
進
化
論
と
人
生
』
の
序
に
お
い

て
、
本
書
は
進
化
論
と
い
う
科
学
的
研
究
を
、
非
科
学
的
に
、
非
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
わ
り
が
述
べ
ら
れ
て
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い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
情
」
は
、
石
川
の
直
覚
に
よ
り
そ
の
存
在
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
に
留
ま
り
、
科
学
的
な
裏
付
け
は
な
い
と
い
え

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
社
会
の
し
く
み
に
関
す
る
説
明
や
、
社
会
改

革
運
動
の
方
法
を
、
社
会
進
化
論
を
応
用
し
て
外
面
的
、
画
一
的
に
述

べ
よ
う
と
す
る
風
潮
に
対
す
る
石
川
の
挑
戦
と
し
て
出
さ
れ
た
用
語
で

あ
る
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

石
川
の
見
解
で
は
、
政
治
的
権
力
を
も
っ
て
制
度
の
改
造
を
行
え
ば

理
想
的
な
社
会
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
一
貫
し
た
法
則
は
存
在
し
な
い
。

一
貫
し
て
い
る
の
は
人
情
だ
け
で
あ
る
が
、
人
情
の
内
容
は
不
明
で
あ

る
か
ら
、
社
会
改
革
運
動
は
、
そ
の
内
容
の
探
究
を
常
に
行
い
な
が
ら

展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
帯
び
る
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
道
徳
的
努
力
を
継
続
す
る
個
人
に
よ
っ
て
担
わ

れ
る
運
動
が
希
求
さ
れ
、
同
時
に
教
育
運
動
を
主
軸
と
し
た
社
会
改
革

(
お
)

運
動
、
が
画
策
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
川
の
場
合
、
労

働
組
合
は
教
育
的
効
果
を
期
待
さ
れ
る
社
会
団
体
で
あ
り
、
政
治
運
動

の
た
め
の
道
具
で
は
な
い
。

以
上
、
三
項
目
に
分
け
て
石
川
の
進
化
論
批
評
の
特
徴
を
見
て
き
た
。

石
川
は
、
社
会
改
革
運
動
の
あ
る
べ
き
姿
を
念
頭
に
お
い
て
非
進
化
論

を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
次
節
で
は
、
大
正
十
四

年
の
段
階
で
提
示
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
人
情
を
標
準
と
し
た
社
会
改

革
運
動
が
、
昭
和
七
1

八
年
頃
に
完
成
さ
れ
て
い
く
理
想
社
会
論
に
ど

の
よ
う
に
連
関
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
を
見
て
い
く
。
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四

共
生
社
会
の
探
求

石
川
の
理
想
社
会
論
の
到
達
点

石
川
が
明
治
末
に
初
め
て
具
体
的
に
携
わ
っ
た
運
動
は
消
費
組
合
運

動
で
あ
っ
た
。
当
時
か
ら
「
組
合
」
を
軸
に
し
た
社
会
運
動
の
構
想
は

あ
り
、
石
川
の
生
涯
を
通
じ
て
基
本
的
な
考
え
方
は
変
わ
っ
て
い
な
い

(
幻
)

と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
八
年

以
降
大
正
十
一
一
年
頃
に
い
た
る
ま
で
の
聞
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義

の
運
動
と
そ
の
挫
折
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
亡
命
、
土
民
生
活
論
の
提
唱
な
ど
、

組
合
か
ら
距
離
を
置
い
た
言
動
が
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
大
正
十

四
年
に
『
非
進
化
論
と
人
生
』
を
出
し
た
あ
た
り
か
ら
組
合
主
義
に
関

す
る
言
及
が
再
燃
し
、
昭
和
に
入
る
と
、
労
働
組
合
運
動
や
農
民
組
合

運
動
に
積
極
的
に
携
わ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
昭
和
七1
八
年
頃

に
は
組
合
主
義
を
基
礎
に
し
た
理
想
社
会
論
を
完
成
さ
せ
て
い
く
。

昭
和
四
年
に
書
か
れ
た
「
無
政
府
主
義
講
座
」
は
、
石
川
の
理
想
社

会
論
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
状
態
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

理
想
社
会
の
構
成
分
子
は
、
労
働
組
合
、
農
民
組
合
、
消
費
組
合
、
知

識
労
働
者
の
集
団
で
あ
る
。
労
働
組
合
と
農
民
組
合
は
、
資
本
家
や
地

主
に
対
す
る
闘
争
な
ど
現
在
の
社
会
制
度
や
中
央
権
力
を
破
壊
す
る
た

め
の
役
割
を
担
う
。
消
費
組
合
は
静
穏
な
事
業
を
行
う
が
、
事
業
そ
の

も
の
が
新
し
い
社
会
の
し
く
み
を
学
ぶ
実
物
教
育
の
場
と
な
り
、
ま
た
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労
働
者
の
自
己
教
育
の
場
を
提
供
す
る
な
ど
、
物
質
的
、
精
神
的
相
互

扶
助
の
団
体
と
し
て
の
役
割
を
担
う
。
そ
し
て
、
知
識
労
働
者
の
集
団

は
、
新
し
い
社
会
の
た
め
の
思
想
を
生
み
出
す
役
割
を
担
う
が
、
指
導

的
な
言
動
は
期
待
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
は
、
同
一

平
面
上
に
お
い
て
連
帯
す
る
。
ま
た
、
人
々
は
、
複
数
の
団
体
に
所
属

す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
。

そ
の
後
石
川
は
昭
和
七
i

八
年
に
か
け
て
、
調
和
的
、
相
E
扶
助
的

な
社
会
を
考
察
の
対
象
と
す
る
「
社
会
美
学
」
、
あ
る
い
は
「
社
会
審
美

学
」
と
い
う
学
聞
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
美
学
を
、
社
会
の
組

織
や
秩
序
に
つ
い
て
考
察
す
る
「
静
態
社
会
美
学
」
と
、
社
会
の
流
動

に
つ
い
て
考
察
す
る
「
動
態
社
会
美
学
」
に
分
け
、
自
然
と
人
間
、
人

間
と
人
問
、
あ
る
社
会
と
社
会
、
民
族
と
民
族
、
男
性
と
女
性
な
ど
が

共
生
し
て
い
る
状
態
を
「
社
会
美
」
と
し
て
審
美
す
る
こ
と
に
意
義
を

見
出
そ
う
と
し
た
。

し
く
み
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
生
が
見
ら

れ
る
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
徹
底
し
た
権
力
の
排
除
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

石
川
の
理
想
社
会
論
の
独
自
性

ア
ナ
キ
ズ
ム
を
、
破
壊
的
印
象
と
結
び
つ
く
無
政
府
主
義
で
は
な
く
、

よ
り
広
く
無
権
力
・
反
権
力
主
義
、
あ
る
い
は
自
由
連
合
主
義
と
定
義

し
た
場
合
、
石
川
の
主
張
を
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
基
づ
く
一
主
張
と
い
う
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
少
し
分
類
を
進
め
る
な
ら
ば
、
ァ

ナ
ル
コ
・
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ム
の
系
統
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
昭
和
三
年
に
日
本
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
が
純
正
ア
ナ
キ
ズ
ム
派

と
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ム
派
に
分
裂
し
た
時
、
石
川
は
後
者

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
当
時
の
運
動
の
主
流
は
、
純
正
ア
ナ
キ
ズ
ム

派
で
あ
っ
た
た
め
、
石
川
は
少
数
派
に
属
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
石
川
は
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
派
に
あ
り
な
が
ら
も
、
思
想

的
に
支
持
す
る
と
い
う
程
度
に
留
ま
り
、
運
動
の
表
舞
台
に
出
て
活
動

を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
石
川
は
、
昭
和
二
年
よ
り

土
民
生
活
論
に
基
づ
く
半
農
生
活
を
始
め
て
お
り
、
独
自
の
社
会
運
動

を
模
索
し
て
い
た
。
当
時
、
農
本
主
義
、
協
同
組
合
主
義
、
ユ
ー
ト
ピ

ア
社
会
主
義
な
ど
、
石
川
の
士
民
生
活
論
と
表
面
上
類
似
す
る
思
想
や

運
動
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
本
主
義
、
協
同
組
合
主
義
は
国
家
権
力

の
介
入
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会

2 
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• 
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
石
川
が
調
和
的
な
社
会
の
構
図
を
示
し

た
だ
け
で
は
な
く
、
調
和
社
会
の
構
築
を
阻
止
す
る
よ
う
な
権
力
を
解

体
し
て
い
く
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存

す
る
権
力
を
放
置
し
、
別
の
場
所
に
、
逃
避
的
に
調
和
的
な
社
会
の
雛

型
を
構
築
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力
の
解
体
と
雛
型
の
建
設
を
並
行
し

て
行
う
と
い
う
戦
術
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
石
川
は
、
外

部
権
力
の
発
動
の
阻
止
だ
け
で
は
な
く
、
雛
型
と
な
る
相
互
扶
助
の
団

体
に
内
部
権
力
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
相
互
規
制
が
生
じ
る
よ
う
な
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主
義
は
階
級
闘
争
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
石

川
の
論
と
根
本
的
な
部
分
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
針
。
と
く
に
、
農
本

主
義
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
搾
取
者
の
農
民
に
対
す
る
愛
撫
的
な
主
張

で
あ
る
と
し
、
従
来
の
枠
の
中
で
改
善
運
動
を
進
め
よ
う
と
す
る
点
を

批
判
し
た
。
そ
し
て
、
農
民
の
解
放
の
た
め
に
強
制
的
統
制
を
断
ち
切

(
お
)

る
こ
と
が
最
初
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
石
川
の
言
動
は
、
社
会
思
想
史
、
社

会
運
動
史
上
に
お
い
て
系
譜
が
確
立
し
て
い
る
よ
う
な
分
野
に
含
め
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〈公募論文〉石川三四郎の非進化論 西山拓• 
非
進
化
論
と
の
連
関
性

『
非
進
化
論
と
人
生
』
の
序
の
末
尾
に
お
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
た
、
人

情
を
基
準
と
し
た
労
働
組
合
を
核
と
す
る
社
会
改
革
運
動
の
構
想
は
、

大
正
十
四
年
以
前
か
ら
練
ら
れ
、
提
唱
さ
れ
て
い
た
消
費
組
合
論
や
、

土
民
生
活
論
、
ま
た
、
昭
和
二
年
以
降
の
半
農
生
活
の
経
験
か
ら
得
ら

れ
た
土
の
哲
学
な
ど
を
包
摂
し
つ
つ
、
社
会
美
学
の
提
唱
と
い
う
形
に

い
た
っ
た
。

社
会
美
学
は
、
当
時
全
盛
を
き
わ
め
、
社
会
科
学
と
同
意
義
で
用
い

ら
れ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う

(
似
品
)

見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
進
化
論
を
科
学
的
社
会
主
義
に
対
抗
す
る

た
め
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
と
類
似
し
て
お
り
、
石
川
が
対
立
軸
を
常

に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
ボ
ル
シ
エ

3 
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ヴ
イ
キ
ズ
ム
が
対
立
し
た
時
、
ま
た
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
内
部
紛
争
が
お

こ
っ
た
時
、
石
川
は
あ
る
派
に
属
し
て
急
進
的
運
動
を
組
織
し
た
と
い

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
運
動
史
に
お
い
て
石
川
は

目
立
た
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
を
行
い
つ
つ
、

結
果
を
残
せ
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
石
川
の
実
践
面
に
お
け
る
弱
さ
で

(
お
)

あ
る
が
、
一
方
で
、
石
川
の
提
言
の
時
期
が
早
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
も

(
施
)

考
え
ら
れ
る
。

『
非
進
化
論
と
人
生
』
は
対
マ
ル
ク
ス
主
義
だ
け
を
目
的
と
し
て
書
か

れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
非
進
化
論
に
先
立
っ
て
提
唱
さ
れ
た
土
民

生
活
論
は
、
自
己
の
救
済
を
含
め
た
、
個
人
的
な
恩
索
の
領
域
に
留
ま

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
社
会
運
動
と
い
か
に
結
び
つ
け
て
い
く
か
と
い
う

(
幻
)

点
が
弱
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
後
継
続
さ
れ
る
模
索
の
過
程
で
、

非
進
化
論
は
人
情
を
基
準
と
し
た
労
働
組
合
を
原
動
力
と
す
る
社
会
改

革
運
動
の
基
礎
理
論
を
準
備
し
、
土
民
生
活
論
と
社
会
運
動
を
連
結
さ

せ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
非
進
化
論
が
石

川
の
理
想
社
会
論
の
形
成
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
石
川
が
到
達
し
た
、
社
会
改
革
運
動
に
関

す
る
見
解
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
に
説
明
を
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
間
が
っ
く
り
だ
す
社
会
も
ま
た
複

雑
で
、
統
一
的
な
説
明
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
運
動
に
関
し



て
も
例
外
で
は
な
く
、
運
動
の
方
法
に
関
す
る
、
あ
る
絶
対
的
な
法
則

は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
不
変
的
な
も

の
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
不
変
的
な
も
の
を
聞
い
つ
づ
け
る
こ

と
を
原
動
力
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
社
会
運
動
は
行
わ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
運
動
の
な
か
で
も
教
育
活
動
が

重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
石
川
が
い
う
来
た
る
べ
き
新
社
会
に
お

い
て
は
、
社
会
美
学
に
基
づ
い
て
恒
常
的
に
共
生
社
会
の
探
求
が
行
わ

れ
る
た
め
、
自
省
的
で
知
的
な
人
間
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
社
会
は

維
持
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
結
局
、
個
人
の
道
徳

的
努
力
や
人
々
の
心
の
清
浄
さ
に
期
待
す
る
と
い
う
内
省
的
で
消
極
的

な
運
動
に
な
る
。

し
か
し
、
一
方
で
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
石
川
に
は
強
権
の
発

動
を
積
極
的
に
防
ご
う
と
す
る
側
面
も
あ
っ
た
。
昭
和
五
年
に
発
表
さ

れ
た
論
考
「
保
守
」
で
は
、
生
命
は
白
ら
を
自
由
に
飛
躍
さ
せ
よ
う
と

す
る
も
の
を
保
守
し
て
お
り
、
こ
れ
を
束
縛
す
る
も
の
は
断
絶
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
石
川
の
見
解
で
は
、
強
権
は
、
生
命
の

原
則
に
付
随
す
る
幻
影
、
迷
い
、
無
明
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
社
会
の
革
新
と
は
、
強
権
を
排
除
し
、
本
来
の
真
理
と
人

(
お
)

情
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
石
川
流

の
「
保
守
主
義
」
で
あ
る
。

石
川
の
提
言
は
、
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一
見
穏
や
か
で
あ
る
が

そ
の
根
幹
に
は
、
強
権

の
徹
底
的
な
排
除
へ
の
強
い
意
思
が
う
か
が
え
る
。
実
践
面
に
お
い
て

は
、
農
民
運
動
、
労
働
組
合
運
動
、
消
費
組
合
運
動
等
に
お
い
て
大
規

模
な
展
開
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
土
民
生
活
の
個
人
的
実
践
と
そ

の
波
及
を
小
規
模
に
行
っ
た
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
給
自
足
の

土
民
生
活
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
に
お
い
て
も
、
個
人
誌
『
デ
ィ
ナ

ミ
ッ
ク
』
を
は
じ
め
と
し
た
出
版
物
の
発
行
と
、
そ
の
中
に
お
け
る
石

川
の
強
権
に
対
す
る
批
判
を
可
能
に
し
た
。
雑
誌
が
弾
圧
に
よ
っ
て
廃

刊
に
追
い
こ
ま
れ
た
後
も
、
石
川
は
変
節
す
る
こ
と
な
く
、
文
筆
活
動

を
継
続
し
、
終
戦
後
は
社
会
運
動
の
再
興
の
た
め
、
講
演
活
動
や
市
民

教
育
活
動
に
尽
力
し
た
。
こ
れ
は
、
戦
時
期
に
多
く
の
知
識
人
や
社
会

的
指
導
者
が
体
制
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
石
川
の

思
想
と
そ
の
生
き
方
が
も
っ
強
さ
を
一
示
す
事
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
石
川
の
反
権
力
の
姿
勢
が
、
非
進
化
論
と
連
関
し
て
い
た

こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

2003 

今
回
の
考
察
に
よ
り
、
石
川
の
非
進
化
論
が
、
社
会
批
評
と
し
て
展

開
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
理
想
社
会
論
の
構
築
過
程
に
お
い
て
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

石
川
は
、
学
術
研
究
の
面
で
も
枠
に
収
ま
ら
な
い
研
究
を
行
っ
て
い

た
。
明
治
末
か
ら
始
め
た
西
洋
社
会
運
動
史
の
研
究
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

社会思想史研究 No.27



亡
命
中
に
始
め
た
世
界
の
神
話
に
関
す
る
研
究
、
昭
和
十
年
以
降
の
東

洋
文
化
史
研
究
な
ど
は
い
ず
れ
も
従
来
の
枠
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
独
自
の

手
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
石
川
の
研
究
は
時
に
論
理
の
飛
躍

が
見
ら
れ
、
文
献
調
査
の
面
に
お
い
て
も
不
十
分
な
箇
所
が
あ
る
た
め
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
非
進

化
論
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
、
が
い
え
る
。

し
か
し
、
石
川
は
、
学
問
は
権
威
を
背
景
に
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
士
民
哲
学
、
土
民
芸
術
、
社
会
力
学
、
社

会
美
学
、
生
活
美
な
ど
の
用
語
を
自
由
に
造
り
、
用
い
た
。
本
論
文
で

着
目
し
た
「
人
情
」
と
い
う
用
語
は
造
語
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に

は
、
「
下
か
ら
の
」
、
「
民
衆
の
」
と
い
う
石
川
独
自
の
意
味
付
け
が
見
ら

れ
た
。

「
人
情
」
を
基
準
と
し
た
社
会
改
革
と
い
う
発
想
は
、
個
人
と
社
会
の

契
約
関
係
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
社
会
運
動
と
趣
を
異
に
し
、
各
人
の

自
主
性
が
制
限
さ
れ
る
地
縁
共
同
体
や
血
縁
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
想

起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
石
川
の
い
う
組
合
主
義
に
お
い
て
は
、
個
人
の

自
由
な
行
動
は
保
証
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
表
舞
台
に
お
い
て
積
極
的

に
行
動
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
一
見
因
習
的
な

発
言
を
し
つ
つ
も
、
従
来
の
束
縛
を
打
破
し
て
新
し
い
社
会
を
構
築
し

て
い
こ
う
と
す
る
石
川
の
思
想
の
複
雑
性
が
出
て
い
る
部
分
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

石
川
が
時
代
を
逆
行
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
た
り
、
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人
類
の
歴

史
に
お
い
て
保
守
さ
れ
て
き
た
も
の
に
着
目
し
た
こ
と
を
表
面
的
に
と

ら
え
る
と
、
石
川
が
意
図
し
た
こ
と
が
見
え
て
こ
な
い
。
石
川
は
、
人

類
が
原
始
生
活
を
行
っ
て
い
た
頃
か
ら
変
わ
ら
な
い
な
に
か
を
、
現
在

の
生
活
や
社
会
運
動
に
お
い
て
も
意
識
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
、
原
始
生
活
に
直
接
帰
っ
て
い
く
よ
う
に
扇
動
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
生
命
の
淵
源
の
部
分
か
ら
議
論
を
出
発
さ
せ
よ

う
と
す
る
石
川
の
提
言
は
、
現
代
に
お
け
る
共
生
社
会
の
模
索
の
過
程

に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
活
路
を
導
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

に
し
や
ま
・
た
く
/
日
本
社
会
運
動
史
)

(注
1 ' 

石
川
は
大
正
二
1

九
年
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
に
亡
命
し

て
い
る
が
、
そ
の
問
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
詩
人
・
思
想
家
の
エ
ド
ワ
ー

ド
・
カ
l

ベ
ン
ダ
ー
に
数
回
会
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
カ

l

。
へ
ン
タ
ー

か
ら
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
大
地
の
耕
作
者
と
い
う
意
味
の
「
デ
モ
ス
」

か
ら
き
て
い
る
こ
左
を
教
わ
り
、
「
土
民
生
活
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。

石
川
の
定
義
す
る
「
士
民
」
は
、
農
業
に
従
事
し
て
自
給
自
足
生
活
を

営
ん
で
い
る
人
々
だ
け
で
な
く
、
製
造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
て

い
て
も
、
自
治
独
立
の
運
営
を
行
っ
て
い
る
人
々
を
含
め
る
点
が
特
徴

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
土
民
が
新
し
い
社
会
へ
の
牽
引
役
を
担
う
も

の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。
士
民
生
活
論
の
成
立
過
程
や
そ
の
特
徴
に
関

し
て
は
、
拙
稿
「
石
川
一
二
四
郎
の
理
想
社
会
論
l
l
l

新
興
共
同
体
の
連

帯
に
つ
い
て
」
『
ソ
シ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
』
第
八
号
、
早
稲
田
大
学
大
学
院

社
会
科
学
研
究
科
、
二
O
O
二
年
三
月
を
参
照
。
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「
共
生
」
は
、
環
境
学
、
教
育
学
、
社
会
福
祉
学
、
民
俗
学
、
政
治
学
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
定
義
が
模
索
さ
れ

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
侵
犯
、
破
嬢
、
支
配
と
服
従
な
ど
の
力
の
論

理
に
よ
ら
な
い
新
し
い
生
き
方
を
探
る
」
と
い
う
共
通
事
項
を
、
「
共
生
」

の
定
義
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
「
共
生
」
の
最
低
限
の
定
義
に
関
し
て
は
、

江
湖
一
公
・
酒
井
豊
子
・
森
谷
正
規
『
共
生
の
時
代
を
生
き
る11

転

換
期
の
人
間
と
生
活
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
0
0
0

年
、
一
五

l

一
九
頁
を
参
照
。

石
川
を
共
生
思
想
の
先
駆
者
と
位
置
付
け
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ

1

ベ
ン

タ
!
と
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
も
の
に
、
稲
田
敦
子
『
共
生
思
想
の
先

駆
的
系
譜
|
|
石
川
三
四
郎
と
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
1

ベ
ン
タ
l
h

木
魂

社
、
二
0
0
0

年
が
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
、
石
川
の
進
化
論
批
判

が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
社
会
変
革
運
動
と
の
連
関
性
に
関
し
て

の
言
及
が
少
な
い
た
め
、
本
論
文
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
に
重

き
を
お
く
こ
と
と
す
る
。

渡
辺
正
雄
「
明
治
日
本
に
お
け
る
進
化
論
の
受
容
」
、
渡
辺
編
『
ダ
l

ウ
イ
ン
と
進
化
論
』
、
共
立
出
版
、
一
九
八
四
年
、
一
九
六
1

一
九
七
頁
。

加
藤
と
社
会
進
化
論
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
考
察
に
は
、
鵜
浦

裕
「
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
受
容
と
展
開
」
、
柴

谷
篤
弘
、
長
野
敬
、
養
老
孟
司
編
『
講
座
進
化
②

l
i

進
化
恩
想
と

社
会
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
お
よ
び
、
松
本
三
之
介
「
近

代
日
本
に
お
け
る
社
会
進
化
思
想
ご
)
」
『
駿
河
台
法
学
』
第
七
巻
第

一
号
、
一
九
九
三
年
十
月
が
あ
る
。

大
西
に
関
し
て
は
、
平
山
洋
「
大
西
祝
「
進
化
論
的
理
想
説
」
の
源
流
」

『
日
本
思
想
史
学
』
第
二O
号
、
日
本
思
想
史
学
会
、
一
九
八
五
年
九
月

お
よ
び
、
山
脇
直
司
「
進
化
論
と
社
会
哲
学
ー
ー
そ
の
歴
史
・
体
系
・

課
題
」
柴
谷
、
長
野
、
養
老
編
、
前
掲
書
、
所
収
を
参
照
。

当
時
の
社
会
主
義
者
と
進
化
論
の
関
係
に
関
し
て
は
、
山
泉
進
「
勢
と

• 
3 4 5 6 7 

8 

進
化
論
」
、
片
岡
寛
光
編
『
政
治
学
』
、
成
文
堂
、
一
九
八O
年
お
よ
び
、

山
泉
進
「
社
会
主
義
と
社
会
進
化
論
|
|
幸
徳
秋
水
」
、
野
困
又
夫
・
田

丸
徳
善
・
峰
島
旭
雄
編
『
近
代
日
本
思
想
の
軌
跡
|
|
西
洋
と
の
出
会

い
』
、
北
樹
出
版
、
一
九
八
二
年
を
参
照
。

安
部
磯
雄
や
幸
徳
秋
水
は
、
武
士
道
を
競
争
と
淘
汰
に
よ
っ
て
武
芸
と

道
徳
を
高
度
に
発
達
さ
せ
た
も
の
と
解
釈
し
、
そ
の
競
争
の
目
的
を
仁
、

義
、
礼
、
誠
と
い
っ
た
精
神
的
な
態
度
に
あ
る
と
し
た
と
い
う
。
そ
し

て
、
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
高
尚
な
精
神
的
競
争
が

行
わ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、
「
競
争
」
を
容
認
し
た
と
い
う
。
鵜
浦
、
前

掲
論
文
、
一
四
六
頁
。

大
杉
栄
と
山
川
均
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
受
容
に
関
し
て
は
、
高
橋
康
昌
・

鄭
東
詰
「
大
正
社
会
主
義
思
想
と
大
杉
栄
」
『
群
馬
大
学
教
養
部
紀
要
』

第
一
九
巻
、
群
馬
大
学
教
養
部
、
一
九
八
五
年
九
月
を
参
照
。

石
川
が
社
会
運
動
に
関
わ
り
は
じ
め
た
時
期
に
影
響
を
受
け
た
内
村
鑑

三
も
、
進
化
論
を
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
同
時
に
受
容
し
て
い
る
。
藤

田
豊
「
内
村
鑑
三
と
進
化
論
」
『
日
本
思
想
史
学
』
第
三
一
一
号
、
日
本
思

想
史
学
会
、
一
九
九

O
年
九
月
、
三
二
頁
。

八
杉
龍
一
「
日
本
の
思
想
史
に
お
け
る
進
化
論
|
|
ボ
ウ
ラ
l

『
進
化

思
想
の
歴
史
』
の
訳
書
に
寄
せ
て
」
ピ
l

タ
l

・

J

・
ボ
ウ
ラ
l

『
進

化
思
想
の
歴
史
(
上
)
』
、
鈴
木
善
次
訳
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
、

氾
頁
。

稲
田
敦
子
、
→
z
→
F
g
q。
白
足
。
向
。EE
U
2
0

喜
g
g
H
5
4
P
怒
号
ロ
ミ

|
|
旨
〉

8
0
n
E
吾
己

E
S
S
Z
B
雪
E
n
s
o
E
R
S
E
ω
耳
目
s

e
s
E
S
(
同
)
、
『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
一
一
巻
、
聖
学
院
大
学
、
一

九
九
九
年
三
月
、
二
一
二
二
頁
。
稲
田
は
、
石
川
の
進
化
論
批
判
が
、

と
く
に
カ
!
ベ
ン
ダ
ー
の
影
響
の
下
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

石
川
は
、
大
正
八
年
に
モ
ロ
ッ
コ
に
渡
り
、
ポ
ー
ル
・
ル
ク
リ
ュ
の
弟

2仰3

9 10 11 12 13 
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ア
ン
ド
レ
・
ル
ク
リ
ユ
の
家
に
滞
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
問
、
同
家
所

蔵
の
地
理
学
や
宗
教
学
関
係
の
書
籍
を
読
み
漁
り
、
人
文
地
理
学
の
研

究
に
開
眼
し
て
い
る
。
山
口
晃
「
モ
ロ
ッ
コ
の
石
川
三
四
郎
と
そ
の
後

|
|
地
理
的
環
境
論
へ
の
道
」
『
近
代
日
本
研
究
』
第
一
七
巻
、
慶
商
店
義

塾
福
津
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
O
O
二
年
一
二
月
を
参
照
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
亡
命
中
の
石
川
の
思
想
遍
歴
に
関
し
て
は
、
米
原
謙
「
第

一
次
世
界
大
戦
と
石
川
三
四
郎l
i

亡
命
ア
ナ
キ
ス
ト
の
思
想
的
軌
跡
」

『
阪
大
法
学
』
第
四
六
巻
第
三
号
、
大
阪
大
学
法
学
部
、
一
九
九
六
年
六

月
お
よ
び
、
米
原
「
亡
命
時
代
の
石
川
三
四
郎
ー
ー
そ
の
周
辺
」
『
阪
大

法
学
』
第
四
八
巻
第
三
号
、
大
阪
大
学
法
学
部
、
一
九
九
八
年
八
月
を

参
照
。

石
川
は
、
当
初
同
志
が
集
ま
っ
て
共
同
体
を
建
設
し
、
そ
れ
が
理
想
社

会
の
雛
型
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
調
整
が
つ
か
ず
、
個
人
的

な
レ
ベ
ル
で
半
農
生
活
を
始
め
た
。
そ
の
際
、
共
同
生
活
を
し
な
い
ま

で
も
、
せ
め
て
人
々
が
共
に
学
び
あ
う
場
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
こ
と

か
ら
、
勉
強
会
や
出
版
活
動
を
行
う
共
学
社
を
設
立
し
た
。

文
壇
に
お
い
て
具
体
的
な
影
響
が
見
ら
れ
た
。
加
藤
一
夫
が
自
ら
主
宰

す
る
雑
誌
の
な
か
で
、
石
川
の
思
想
へ
の
賛
意
を
述
べ
、
『
非
進
化
論
と

人
生
』
を
推
奨
し
て
い
る
。
三
原
容
子
「
加
藤
一
夫
の
思
想
|
|
ー
ア
ナ

キ
ズ
ム
か
ら
天
皇
信
仰
へ
の
軌
跡
」
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
一
四
号
、

北
樹
出
版
、
一
九
九
O
年
十
月
、
一
一

0
1

一
一
一
頁
。
ま
た
、
宮
津

賢
治
が
農
民
芸
術
概
論
を
練
る
際
に
本
書
を
参
考
に
し
た
と
い
う
見
解

が
あ
る
。
斎
藤
文
一
『
宮
津
賢
治
|
|
四
次
元
論
の
展
開
』
、
国
文
社
、

一
九
九
一
年
、
四
六
一
|
四
六
二
頁
。

昭
和
期
に
発
行
さ
れ
た
単
行
本
の
う
ち
他
に
独
自
の
社
会
哲
学
を
述
べ

た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
『
無
政
府
主
義
講
座
』
(
昭
和
五

年
)
、
『
社
会
美
学
と
し
て
の
無
政
府
主
義
』
(
同
七
年
)
、
『
近
世
土
民
哲

学
』
(
同
八
年
)
で
あ
る
。
石
川
は
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
東
洋
文
化
史
の

15 16 17 
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研
究
を
本
格
化
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
著
作

が
あ
る
。
ま
た
、
晩
年
に
は
『
自
叙
伝
』
を
口
述
筆
記
の
か
た
ち
で
出

し
て
い
る
。
石
川
が
発
行
し
た
単
行
本
の
一
覧
は
、
『
石
川
一
二
四
郎
著
作

集
』
(
以
下
『
著
作
集
』
と
記
す
)
第
七
巻
、
青
士
社
、
一
九
七
九
年
、

四
二
四
|
四
二
七
頁
を
参
照
。

石
川
三
四
郎
、
ど
直
接
交
流
の
あ
っ
た
唐
沢
隆
三
氏
は
、
石
川
の
数
多
い

仕
事
の
な
か
で
、
進
化
思
想
の
批
判
に
関
す
る
仕
事
は
、
忘
れ
て
な
ら

な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
方
面
よ
り

見
た
場
合
、
人
類
社
会
に
進
歩
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
石
川
の
疑
問
が
、
時
間
を
経
過
し
て
も
意
味
を
も
っ
と
し
て
い
る
。
唐

沢
隆
三
「
進
化
思
想
の
批
判
」
『
柳
』
第
一
巻
第
一
一
号
、
ソ
オ
ル
社
、

一
九
五
五
年
十
一
月
。

「
進
化
と
は
」
『
明
星
』
第
一
二
巻
第
三
号
、
大
正
十
二
年
四
月
、
お
よ
び

「
進
化
論
と
社
会
主
義
」
其
一
i

三
、
『
社
会
主
義
研
究
』
第
一
巻
第
一

1

三
号
、
大
正
十
三
年
五
i

七
月
が
主
要
な
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

論
考
に
関
し
て
は
、
小
津
高
記
「
石
川
三
四
郎
の
反
進
化
論
」
『
高
知
大

学
学
術
研
究
報
告
人
文
科
学
』
第
四
三
巻
、
高
知
大
学
、
一
九
九
四

年
十
二
月
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

石
川
は
序
に
お
い
て
、
本
書
が
独
立
し
た
篇
よ
り
な
る
た
め
、
ど
こ
か

ら
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
全
体
を
通
じ
て
何
を
主
張
し
た
い
の
か

と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
序
に
お
い
て
先
に
結
論
に
あ
た

る
も
の
を
述
べ
て
お
く
と
し
て
い
る
。
『
非
進
化
論
と
人
生
』
白
揚
社
、

一
九
二
五
年
、
序
の
二
頁
。

例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
の
植
物
学
者
ド
・
フ
リ
l

ス
の
突
然
変
異
説
を
あ
げ
、

漸
進
的
進
歩
の
概
念
を
一
示
す
進
化
論
と
矛
盾
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
の
生
物
学
者
ル
ネ
・
カ
ン
ト
ン
の
、
鳥
類
が
人
類
よ
り
後
か

ら
発
生
し
た
と
い
う
説
を
あ
げ
、
後
に
発
生
し
た
生
物
が
高
等
で
あ
る

と
い
う
説
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
生
物
学
上

19 20 21 
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に
お
い
て
、
突
然
変
異
も
含
め
て
進
化
論
が
議
論
さ
れ
て
い
る
点
や
、
鳥

類
が
後
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
点
か
ら
説
得
力

に
欠
け
る
。
石
川
は
自
ら
の
論
を
補
強
す
る
た
め
に
、
半
ば
強
引
に
こ

れ
ら
の
例
を
出
し
て
き
た
よ
う
な
面
が
あ
る
と
息
わ
れ
る
。

石
川
は
、
こ
の
疑
問
が
自
身
の
な
か
に
明
治
の
末
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を

告
白
し
て
い
る
。
『
非
進
化
論
、
と
人
生
』
に
『
哲
人
カ
1

ベ
ン
タ
i

』
(
明

治
四
十
年
)
の
一
部
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本

書
は
長
年
に
わ
た
る
疑
問
の
露
呈
の
書
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

大
正
期
の
石
川
に
は
、
本
質
還
元
主
義
に
よ
り
、
社
会
運
動
に
お
け
る

制
度
化
、
組
織
化
を
す
べ
て
悪
へ
の
道
と
見
な
し
、
結
局
、
運
動
の
あ

り
か
た
を
啓
蒙
的
活
動
に
局
限
し
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
し
か
し
、

因
・
縁
・
果
の
関
係
の
表
明
は
、
石
川
が
、
本
質
と
現
象
と
の
聞
の
複

雑
な
関
係
に
対
す
る
、
本
質
還
元
主
義
の
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
複
合
的

な
解
明
へ
の
志
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
。
板
垣
哲
夫
「
大

正
期
に
お
け
る
石
川
三
四
郎
の
思
想
」
『
山
形
大
学
史
学
論
集
』
第
八
号
、

一
九
八
八
年
、
二
月
、
三
八
三
九
頁
。

永
井
義
雄
「
環
境
論
的
教
育
論
の
イ
ギ
リ
ス
的
系
譜
」
、
同
『
ロ
パ
ア

ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
近
代
社
会
主
義
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
九
三
年
、

九
O

九
一
頁
。

石
川
は
堺
利
彦
に
自
ら
の
見
解
を
示
し
た
「
堺
兄
に
答
ふ
|
|
『
光
』
十

四
号
「
階
級
戦
争
論
に
就
て
」
に
答
ふ
」
『
新
紀
元
』
第
九
号
、
一
九O

六
年
七
月
に
お
い
て
、
社
会
主
義
に
は
改
革
・
革
命
運
動
と
伝
道
・
教

育
運
動
が
あ
る
が
、
自
ら
は
後
者
の
立
場
に
立
っ
と
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
社
会
運
動
へ
の
身
を
投
じ
は
じ
め
た
頃
よ
り
、
教
育
的
な
社

会
運
動
の
構
想
が
練
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

石
川
は
明
治
三
十
七
年
に
『
消
費
組
合
の
話
』
を
発
行
し
、
自
主
的
な

消
費
組
合
運
動
の
発
展
を
期
待
し
た
。
石
川
と
消
費
組
合
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
石
川
三
四
郎
と
消
費
組
合
|
|
自
主
的
消
費
組
合
の

23 24 25 26 
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構
想
に
つ
い
て
」
『
協
同
組
合
研
究
』
第
二
一
巻
第
四
号
、
日
本
協
同
組

合
学
会
、
二
O
O
二
年
六
月
を
参
照
。

山
口
晃
「
雌
麟
・
共
同
性
・
身
体
(
五
)
|
|
土
民
・
保
守
・
一
味
と

い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
」
『
木
学
舎
だ
よ
り
|
|
石
川
三
四
郎
研

究
・
季
刊
個
人
誌
』
第
五
号
、
木
学
舎
、
平
成
十
二
年
五
月
、
二
ハ
一
頁
。

本
論
考
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
の
文
芸
誌
『
黒
色
戦
線
』
に
連
載
さ
れ
た
。
石

川
は
小
川
未
明
、
生
田
春
月
な
ど
の
作
家
、
詩
人
と
交
流
が
あ
り
、
『
デ
ィ

ナ
ミ
ッ
ク
』
に
も
寄
稿
が
あ
っ
た
。
石
川
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
文
学
と
の
連

関
に
関
し
て
は
、
秋
山
清
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
文
学
史
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九

七
五
年
を
参
照
。

石
川
は
自
ら
が
描
く
理
想
社
会
を
「
無
政
府
社
会
」
の
他
に
「
自
由
社

会
」
、
「
共
和
社
会
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
無
政
府
」
と

い
う
用
語
は
頻
繁
に
登
場
す
る
。
石
川
が
、
こ
の
語
を
使
う
こ
と
で
世

間
に
誤
解
を
生
み
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
本
来
の
考
え
方
の
伝
道
を
妨
げ
る
こ

と
に
な
る
点
を
意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
石

川
は
、
現
体
制
に
対
す
る
挑
戦
の
意
味
も
こ
め
て
使
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。

石
川
は
各
人
が
陰
に
隠
れ
な
い
よ
う
な
社
会
組
織
と
し
て
、
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
型
に
代
わ
る
「
網
目
式
社
会
組
織
」
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
無
数
の
生
命
が
物
質
的
、
精
神
的

の
連
鎖
に
依
っ
て
結
ぼ
れ
た
広
大
な
網
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
諸
個
人
は
そ
の
広
大
な
網
の
結
び
目
で
あ
る
。
一
つ
の
目
が
破
れ
て

も
網
の
価
値
は
損
失
し
て
し
ま
う
た
め
、
ど
の
結
び
目
も
欠
け
て
は
な

ら
な
い
。
こ
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
総
て
の
人
が
平
等
な
平
面
的
社
会

の
な
か
で
、
自
主
、
自
由
を
発
揮
し
な
が
ら
も
、
連
帯
生
活
を
営
む
社

会
が
望
ま
し
い
。
「
自
由
聯
合
の
話
」
『
著
作
集
』
第
五
巻
、
青
土
社
、
一

九
七
八
年
、
二
七
一
二
七
二
頁
。
本
論
考
は
、
半
農
生
活
を
始
め
た

直
後
の
昭
和
二
年
五
月
に
東
京
印
刷
工
組
合
よ
り
発
行
さ
れ
た
。

28 29 30 
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個
人
が
数
種
の
団
体
に
属
し
、
一
団
体
が
数
種
の
連
合
体
に
属
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
相
互
規
制
が
は
た
ら
き
、
内
部
権
力
の
発
生
を
阻
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
形
を
示
し
た
。
こ
れ
は
、
単
な
る
自
治
村
の
連

合
の
発
想
と
は
一
線
を
画
す
る
。
詳
細
は
、
岩
崎
正
弥
「
石
川
三
四
郎

の
「
土
民
生
活
」
と
農
本
主
義
ーl

権
力
へ
の
抵
抗
思
想
」
『
農
業
問
題

研
究
』
第
二
四
巻
第
二
号
、
富
民
協
会
、
一
九
八
八
年
六
月
を
参
照
。

農
本
主
義
、
協
同
組
合
主
義
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
と
石
川
の
理
想

社
会
論
と
の
比
較
考
察
は
、
前
掲
拙
稿
「
石
川
三
四
郎
の
理
想
社
会
論
」
、

二
一
二
二
二
三
六
頁
を
参
照
。

石
川
「
農
本
主
義
と
土
民
思
想
」
『
著
作
集
』
第
三
巻
、
青
士
社
、
一
九

七
八
年
、
九
九
頁
。
初
出
は
『
デ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
』
第
四
巻
第
三
五
号
、
共

学
社
、
一
九
三
二
年
九
月
。

大
沢
正
道
「
無
政
府
主
義
者
・
石
川
三
四
郎
(
下
)
」
『
思
想
の
科
学
』
第

八
号
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
九
年
八
月
、
八
四
頁
。

士
民
生
活
の
実
践
は
、
個
人
の
生
き
方
の
問
題
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
左

に
よ
り
、
社
会
全
体
の
変
革
が
限
り
な
く
彼
岸
化
さ
れ
、
そ
の
理
想
社

会
は
観
念
的
な
も
の
し
か
提
起
し
え
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
小
津
、

前
掲
論
文
、
一
七
一
頁
。

石
川
は
自
叙
伝
に
お
い
て
、
自
分
が
百
年
後
の
人
々
に
向
け
て
文
章
を

書
い
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
石
川
「
自
叙
伝
」
『
著
作
集
』
第
八
巻
、

青
土
社
、
一
九
七
七
年
、
五
二
二
頁
。
自
叙
伝
は
一
九
五
六
年
に
理
論

社
よ
り
発
行
さ
れ
た
。

明
治
期
の
徳
富
蓮
花
の
田
園
田
帰
を
は
じ
め
と
し
て
、
文
壇
・
論
壇
に

お
い
て
文
筆
業
と
農
業
を
両
立
す
る
半
農
生
活
が
流
行
し
た
。
石
川
は

社
会
運
動
と
し
て
の
半
農
生
活
を
模
索
し
て
い
た
が
、
個
人
的
な
救
済

を
目
的
と
し
て
田
園
回
帰
し
た
文
学
者
と
類
似
す
る
側
面
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
岩
崎
正
弥
「
「
帰
農
農
本
主
義
」
の
歴
史
的
意
味
」
『
社
会
思

想
史
研
究
』
第
一
六
号
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
二
年
八
月
、
お
よ
び
、
中

32 33 34 35 36 37 
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尾
正
己
『
大
正
文
人
と
田
園
主
義
』
、
近
代
文
芸
社
、

照
。

石
川
「
保
守
」
『
著
作
集
』
第
三
巻
、
青
土
社
、
一
九
七
八
年
、
一
三O

l

二
二
三
頁
。
初
出
は
『
デ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
』
第
二
巻
第
六
号
、
共
学
社
、

一
九
三
一O
年
四
月
。

石
川
が
自
然
発
生
的
な
人
情
に
基
づ
く
共
同
体
を
想
定
し
て
い
る
こ
と

に
関
し
て
、
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
長
い
生
活
経
験
に
も
関
わ
ら
ず
、
ゲ

ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
型
の
社
会
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
指

摘
が
あ
る
。
米
原
謙
『
日
本
的
「
近
代
」
へ
の
問
い
|
|
1

思
想
史
と
し

て
の
戦
後
政
治
』
、
新
評
論
、
一
九
九
五
年
、
一
一
九
頁
。

一
九
九
六
年
を
参

39 
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ド
イ
ツ
啓
蒙
と
そ
の
「
内
部
」

坂

昌
樹

も
意
味
し
て
い
た
。
錯
綜
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
啓
蒙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
だ
か
ら
「
外
部
」
を
つ
ね
に
自
己
の
外

だ
け
に
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
「
内
に
抱
え
込
ん
で
い
た
」
の

で
も
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
研
究
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
十
八
世

紀
学
会
の
機
関
誌
b
s
h
H忌
雷
雲
同
町
、
急
込
き
忌
λ
N
品
目N
(
N
2
0
)は
「
十

八
世
紀
に
お
け
る
探
検
と
探
検
家
」
の
特
集
を
組
ん
で
お
り
、
そ
こ
で

は
地
理
的
な
外
部
だ
け
で
な
く
、
探
検
家
に
現
れ
る
啓
蒙
の
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
ー
や
内
部
に
お
け
る
外
部
の
紹
介
者
も
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い

る
。
最
後
の
例
が
熱
帯
の
野
生
動
物
を
見
せ
物
に
す
る
猛
獣
使
い
の
よ

う
な
「
内
部
の
他
者
」
と
し
て
示
さ
れ
る
と
き
、
「
外
部
」
を
二
重
規
定

す
る
こ
と
に
お
い
て
、
啓
蒙
研
究
に
お
け
る
日
欧
の
問
題
関
心
が
重
な
っ

2003 

啓
蒙
の
「
外
部
』
と
『
内
部
』

社
会
思
想
史
学
会
第
二
十
五
回
大
会
(
二
0
0
0

年
)
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
第
一
部
は
「
啓
蒙
と
そ
の
外
部
」
を
主
題
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ

リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
報
告
が
な
さ

れ
た
。
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
の
哲
学
者
た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
外
部
へ
の
旅
行
記
な
ど
を
と
お
し
て
人
間
と
そ
の
習
俗
や
社
会
の

多
様
性
を
認
識
し
、
そ
の
結
果
、
外
部
か
ら
内
部
を
省
察
お
よ
び
批
判

す
る
視
点
を
獲
得
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
概
念
と
し
て

の
「
外
部
」
が
二
重
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
地
理
的
な
そ
れ
で
あ
る
と

と
も
に
、
啓
蒙
と
い
う
現
象
に
統
合
さ
れ
え
な
い
「
内
部
の
他
者
」
を

社会思想史研究 No.27
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て
い
る
と
い
え
よ
う
。

現
在
こ
う
し
て
問
わ
れ
て
い
る
「
外
部
」
の
二
重
性
を
、
二
十
五
回

大
会
で
は
報
告
の
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
十
八
世
紀
に
あ
え
て
探
ろ
う
と
す

る
と
き
、
当
該
す
る
問
題
領
域
を
「
自
然
史
」

(
Z弘
正
常
R
E
n
F
R
)

と

「
世
界
史
」
(
者
向
-
G
g
n
F
E
M

同
町
)
に
求
め
、
双
方
を
と
お
し
て
啓
蒙
の
外

と
内
を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
「
自
然
史
」
は
、
そ

れ
が
内
包
す
る
人
類
学
に
よ
っ
て
、
外
部
と
し
て
の
非
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
存
在
を
学
術
的
に
認
知
し
た
だ
け
で
な
く
、
未
開
人
に
か
ん
す
る
知

識
も
豊
か
に
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
人
類
史
の
展
開
を
可
能
に
し
た
し
、

他
方
で
「
世
界
史
」
は
文
明
史
を
そ
の
本
質
と
し
、
そ
こ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
内
部
の
全
面
的
な
啓
蒙
を
筆
頭
に
、
人
類
全
体
の
進
歩
を
予
言
す
る

歴
史
哲
学
を
も
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
後
者
に
お
け
る
中
心
課
題
と
見

ら
れ
た
の
は
、
為
政
者
の
立
場
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
民
衆
啓
蒙
で
は
な
く
、

社
会
を
構
成
す
る
ひ
と
り
一
人
の
人
聞
が
精
神
的
未
成
年
状
態
を
脱
し

て
理
性
的
に
成
熟
・
完
成
す
る
と
い
う
人
間
自
身
の
「
目
的
」
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
こ
う
し
た
「
啓
蒙
」
規
定
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
示
的

で
あ
っ
た
カ
ン
ト
は
、
双
方
の
問
題
と
と
り
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
存

在
し
て
い
る
も
の
」
の
認
識
と
「
存
在
す
べ
き
も
の
」
の
実
現
と
を
求

め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
実
在
す
る
外
部
の
認
識
が
「
内
な
る
外

部
」
の
克
服
と
並
存
し
て
お
り
、
世
界
の
諸
民
族
の
宗
教
や
習
俗
な
ど

を
経
験
的
に
語
り
な
が
ら
、
人
間
の
完
全
性
に
か
ん
す
る
目
的
論
を
世

俗
的
な
形
而
上
学
と
し
て
論
ず
る
こ
と
が
同
時
に
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
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啓
蒙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
と
内
に
認
め
ら
れ
る
「
外
部
」
に
か
ん
し
、

こ
こ
に
は
経
験
と
規
範
と
い
う
相
異
な
る
ふ
た
つ
の
観
点
が
並
存
し
て

い
て
、
し
か
も
こ
れ
ら
は
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は

『
自
然
地
理
学
』
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
中
国
を
「
も
っ
と
も
文
化
の
高

い
国
」
と
認
め
な
が
ら
、
中
国
人
た
ち
は
「
欺
く
の
が
非
常
に
巧
み
」

で
「
詐
欺
の
現
場
を
捕
ら
え
ら
れ
で
も
、
恥
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と

い
い
、
さ
ら
に
か
れ
ら
の
礼
儀
に
つ
い
て
は
「
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、

一
般
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
礼
儀
の
書
物
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
う

ち
の
ひ
と
こ
と
で
も
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
」
の
だ
し
、
ま
た
自
然
認

識
に
か
ん
し
て
も
「
無
知
の
時
代
以
来
の
古
い
迷
信
」
を
「
そ
の
愚
か

さ
を
洞
察
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
い
慣
習
の
頑
固
な
崇
拝
者

と
し
て
、
な
お
も
保
持
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
北
ア
メ
リ
カ
の

「
野
蛮
で
陰
険
」
な
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
な
る
と
、
食
人
を
も
辞
さ
な

い
「
動
物
的
な
特
徴
」
を
も
ち
、
「
狂
信
的
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
に

は
犯
罪
を
さ
ば
く
「
刑
事
裁
判
所
」
も
存
在
し
な
い
と
描
か
れ
る
。
カ

ン
ト
が
地
理
的
な
外
部
を
記
述
す
る
と
き
、
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
は

理
性
的
態
度
や
平
和
へ
の
愛
好
、
容
姿
の
美
し
さ
で
あ
り
、
反
対
に
否

定
す
る
の
は
慣
習
へ
の
固
執
や
過
剰
な
礼
儀
、
詐
欺
や
迷
信
、
無
法
や

好
戦
的
性
格
な
ど
で
あ
っ
た
。

明
ら
か
な
こ
と
は
啓
蒙
が
動
物
的
野
蛮
や
無
知
な
い
し
頑
迷
と
映
っ

た
も
の
を
批
判
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
外
と
内
に
共
通

の
規
準
が
あ
っ
て
、
経
験
と
規
範
の
双
方
の
観
点
を
貫
通
し
て
い
る
。
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い
や
、
こ
れ
は
規
範
が
経
験
の
領
域
を
も
貫
徹
し
て
い
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
啓
蒙
が
省
察
や
改
革
の
客
体
と
し
た
「
外
部
」
の

二
重
規
定
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
問
題
は
「
内
部
」
の
規
準
、
す
な
わ

ち
啓
蒙
の
主
体
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性

批
判
』
に
お
い
て
認
識
客
体
と
し
て
の
外
部
世
界
が
主
体
で
あ
る
人
間

の
内
的
能
力
を
映
し
だ
す
鏡
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
啓
蒙
の
「
外
部
」
が

「
内
部
」
を
投
影
し
て
い
る
の
な
ら
、
思
想
史
上
の
重
点
は
む
し
ろ
「
内

部
」
の
自
己
規
定
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
?
内
・
外
の
相
互
関
係

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
間
い
に
収
数
さ
れ
よ
う
。
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
こ
で
あ
え
て
問
題
視
す
る
の
は
、
啓
蒙
の
「
外
部
」
と
し

て
現
れ
る
も
の
の
見
え
か
た
や
評
価
が
そ
れ
を
省
察
す
る
「
内
部
」
に

依
存
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
主
題
を
二

O
O
O

年
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
と
は
対
照
的
に
「
内
部
」
に
求
め
、
あ
ら
た
め
て
啓
蒙
の

「
内
」
と
「
外
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
を
事
例
に
歴
史
的
視
点

か
ら
考
え
て
み
た
い
。

地
理
的
外
部
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
自
然
地
理
学
の

講
義
は
、
一
七
五
七
年
か
ら
約
四
十
年
つ
づ
け
た
カ
ン
ト
以
外
に
も
、

ゲ
ツ
テ
イ
ン
ゲ
ン
大
学
で
ガ
ッ
テ
ラ

l
Q
D
g
s
n
E
2
8
F
の
皇
R
R

見
当
令
由
)
が
お
こ
な
っ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
同
じ
哲
学
部
で
シ
ユ
レ
|

ツ
ア

l
s

￡
匡
巳
F
E
3
開
4
・W
E
D
N
R
ロ
ω
印
'
H
8
5
や
マ
イ
ナ
ー
ス

(
n
E目
g
Z
冨
呂
百
円
タ
ロh
e
s
g
)
ら
が
世
界
の
民
族
誌
と
い
え
る
も
の

を
教
え
て
い
た
。
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
医
学
部
の
人
類
学
者
ブ
ル
!

メ
ン
バ
ッ
ハ

Q
O
F吉
田
豆
町
E
n
z
巴
E
B
g
g
p

コ
巴
ム

E
C
)
は
、
カ
ン

ト
の
自
然
(
生
物
)
認
識
に
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の

大
学
の
文
献
学
者
ハ
イ
ネ

(
P
E
t言
。
。
呈
各
国

g
F
H
叶N
甲
山
∞H
N
)の

女
婿
で
、
ク
ッ
ク
の
第
二
次
世
界
周
航
に
実
父
と
と
も
に
同
行
し
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
期
の
パ
リ
で
マ
イ
ン
ツ
共
和
国
の
代
表
と
し
て
客
死
し
た

フ
オ
ル
ス
タ
l

志
向
。
将
司
常
的
S
F
口
E
'
E
)
も
こ
の
系
譜
に
含
む
こ
と

が
で
き
よ
う
。
フ
オ
ル
ス
タ
ー
は
『
世
界
周
航
記
』
二
巻
(
英
文
一
七
七

七
、
独
文
一
七
七
八
八

O
)

の
成
功
に
よ
り
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
外

部
の
紹
介
者
と
し
て
も
っ
と
も
著
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
フ
オ
ル
ス
タ
ー

は
し
か
し
、
人
種
論
に
お
い
て
先
ほ
ど
の
経
験
(
自
然
観
察
)
と
規
範

(
哲
学
)
の
関
係
に
つ
い
て
カ
ン
ト
を
批
判
し
、
哲
学
が
経
験
を
無
視
す

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
、
両
者
の
聞
に
論
争
が
生

じ
て
い
る
。
人
種
論
は
当
時
、
地
理
的
外
部
に
存
在
す
る
有
色
人
種
を

中
心
に
し
た
人
類
史
、
す
な
わ
ち
聖
書
の
創
世
記
か
ら
離
れ
た
科
学
的

な
歴
史
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

• 
カ
ン
ト
と
人
種
論
争

『
世
界
史
』
の
理
念

「
地
上
の
も
っ
と
も
文
明
化
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
民
族
で
あ
る
」
と
カ
ン

ト
が
い
う
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
る
と
、
可
能
性
を
秘
め
な
が

ら
い
ま
だ
充
分
に
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
も
、
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こ
の
論
争
の
経
過
を
追
え
ば
、
ま
ず
カ
ン
ト
は
一
七
七
五
年
に
夏
学

期
の
「
自
然
地
理
学
」
講
義
を
予
告
す
る
論
文
と
し
て
「
さ
ま
ざ
ま
な

人
種
」
を
公
表
し
、
そ
れ
か
ら
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
る
中
断
が
あ
っ

た
の
ち
、
一
七
八
五
年
十
一
月
の
『
ベ
ル
リ
ン
月
刊
』
に
は
「
人
種
の

概
念
の
規
定
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
つ
づ
い
て

一
七
八
六
年
一
月
の
『
ベ
ル
リ
ン
月
刊
』
に
「
人
間
歴
史
の
憶
測
的
起

源
」
を
掲
載
す
る
と
、
フ
オ
ル
ス
タ

l

は
同
年
の
『
デ
ア
・
ト
イ
ツ

チ
ェ
・
メ
ル
ク
ア
』
十
、
十
一
月
号
に
「
人
種
論
を
再
考
す
る
」
と
い

う
論
文
を
連
載
し
、
カ
ン
ト
の
『
ベ
ル
リ
ン
月
刊
』
掲
載
の
ふ
た
つ
の

論
文
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
「
哲
学
に
お

け
る
目
的
論
的
原
理
の
使
用
に
つ
い
て
」
を
一
七
八
八
年
の
『
デ
ア
・

ト
イ
ッ
チ
ェ
・
メ
ル
ク
ア
』
一
、
二
月
号
に
連
載
し
て
、
フ
オ
ル
ス
タ
ー

か
ら
の
批
判
に
応
え
て
い
る
。

こ
の
論
争
に
は
し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
前
史
と
し
て
カ
ン
ト
と
へ
ル

ダ
l

の
論
争
が
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
、
が
「
世
界
市
民
的
意
図
に
お
け
る
一

般
史
の
理
念
」
(
以
下
二
般
史
の
理
念
」
と
略
)
を
一
七
八
四
年
十
一
月

の
『
ベ
ル
リ
ン
月
刊
』
に
発
表
す
る
と
、
ヘ
ル
ダ
l

は
一
七
八
五
年
の

秋
に
出
版
し
た
『
人
類
の
歴
史
哲
学
の
理
念
』
二
部
で
カ
ン
ト
の
「
一

般
史
の
理
念
」
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
l

の
こ
の
著
作
は
一

七
八
四
年
か
ら
九
一
年
ま
で
に
四
部
す
べ
て
が
公
刊
さ
れ
る
が
、
カ
ン

ト
は
そ
の
一
部
に
関
係
す
る
評
論
を
一
七
八
五
年
一
月
と
コ
一
月
の
、
ま

た
二
部
の
書
評
を
十
一
月
の
『
一
般
文
芸
誌
』
に
三
回
に
わ
た
っ
て
い
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わ
ゆ
る
「
へ
ル
ダ
l

論
評
」
と
し
て
発
表
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
の
批
判

に
応
じ
た
。
こ
こ
で
焦
点
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
先
に
ふ
れ
た
人
間
の

完
全
性
に
か
ん
す
る
カ
ン
ト
の
目
的
論
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
争
点
と

な
っ
た
こ
の
段
階
で
の
目
的
論
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

カ
ン
ト
は
「
一
般
史
の
理
念
」
に
お
い
て
、
「
存
在
し
て
い
る
も
の
」

と
し
て
の
人
聞
が
、
個
人
で
あ
れ
民
族
で
あ
れ
、
個
体
と
し
て
は
他
者

に
た
い
し
利
己
的
で
あ
っ
て
、
理
性
的
に
充
分
で
は
な
い
と
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
は
し
か
し
、
自
分
で
は
気
づ
か
な
い
ま
ま
「
自
然
の

意
図
」
に
従
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
こ
の
「
自
然
の
特
定
の
計
画
に

従
っ
た
歴
史
」
が
哲
学
者
に
よ
っ
て
、
禍
察
さ
れ
て
、
個
体
で
は
な
く
類

と
し
て
の
人
聞
を
扱
っ
た
「
一
般
世
界
史
」
が
描
か
れ
る
(
序
文
)
。
こ

れ
は
理
性
的
完
全
性
へ
と
進
歩
す
る
、
人
類
の
「
存
在
す
べ
き
」
歴
史

で
あ
っ
た
。
進
歩
は
人
聞
が
意
図
し
な
い
の
に
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
ヵ

ン
ト
の
主
張
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
欺
繭
理
訴
に
似
て
い
る
の
だ
が
、

一
緒
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
個
人
の
内
面
で
も
社
会
で
も
「
対

抗
関
係
」
に
注
目
し
て
い
る
。
人
聞
は
利
己
性
と
社
会
性
と
い
う
相
互

に
対
抗
的
な
ふ
た
つ
の
性
向
を
「
非
杜
交
的
社
交
性
」(
S間
g

色
哲
P
E

E
-
釘
Z
S

と
し
て
あ
わ
せ
も
ち
、
こ
の
性
質
の
せ
い
で
他
者
と
も
対
抗

関
係
に
お
ち
い
る
。
他
者
に
負
け
る
の
が
い
や
な
ら
支
配
や
所
有
を
求

め
て
努
力
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
自
己
の
怠
惰
を
克
服
し
て

「
未
開
か
ら
文
化
へ
」
と
む
か
う
こ
と
に
な
る
(
第
四
命
題
)
。
人
聞
は
自

然
的
衝
動
を
こ
え
た
過
度
の
欲
望
を
、
想
像
力
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
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理
性
か
ら
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
利
己
的
な

不
遜
」
に
導
か
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
「
人
間
性
に
内
在
す
る
す
べ
て

の
す
ぐ
れ
た
自
然
的
素
質
は
発
達
し
な
い
ま
ま
永
眠
し
」
、
理
性
の
覚
醒

も
歴
史
の
進
展
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
(
第
四
命
題
)
。
状
態
と
し
て

の
「
文
化
」
と
「
文
明
化
」
と
を
人
間
の
社
会
性
に
お
い
で
ほ
ぼ
同
様

に
肯
定
す
る
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
文
化
的
に
向
上
し
て
い
く
人
間
は
、

本
能
よ
り
も
理
性
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
を
重
視
し
つ
つ
、
動
物
と

は
異
な
る
理
性
的
な
「
自
然
的
素
質
」
を
発
達
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て

そ
れ
が
成
熟
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
け
ば
、
人
間
は
自
然
の
束
縛
か
ら
「
自

由
」
な
道
徳
的
存
在
と
な
り
、
そ
の
状
態
に
完
全
性
が
認
め
ら
れ
る
の

だ
っ
た
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
完
全
な
状
態
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、

個
体
の
あ
り
か
た
(
幸
福
)
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
対
抗
関

係
を
理
性
的
に
調
整
す
る
公
正
な
機
構
と
し
て
の
全
人
類
の
「
市
民
的

結
合
体
」
の
こ
と
で
あ
る
(
第
九
命
題
)
。
こ
う
し
た
展
開
に
お
い
て
、

人
間
の
「
不
和
」
を
ひ
き
お
こ
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
を
完

全
性
に
導
く
自
然
の
逆
説
的
な
「
意
図
」
や
「
計
画
」
が
目
的
論
と
い

わ
れ
、
「
世
界
史
」
の
理
念
と
見
な
さ
れ
た
。
欺
硝
理
論
の
ス
ミ
ス
と
異

な
る
カ
ン
ト
の
特
徴
は
、
だ
か
ら
人
間
の
調
和
や
道
徳
を
問
題
に
す
る

と
き
、
社
会
関
係
を
こ
え
た
人
類
全
体
の
歴
史
に
重
心
が
お
か
れ
て
お

り
、
し
か
も
そ
の
歴
史
が
経
験
的
認
識
と
し
て
で
は
な
く
、
ア
プ
リ
オ

リ
な
哲
学
的
構
想
だ
っ
た
点
に
あ
る
。

『
人
類
の
歴
史
哲
学
の
理
念
』
に
お
け
る
ヘ
ル
ダl
の
カ
ン
ト
へ
の
批

判
は
、
啓
蒙
に
批
判
的
な
歴
史
主
義
の
立
場
を
先
ど
り
し
、
こ
の
目
的

論
に
集
中
し
て
い
た
。
人
類
の
目
的
が
世
界
共
和
国
の
よ
う
な
政
治
的

共
同
体
の
形
成
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
目
的
に
い
た
る
ま
で
の
各

人
の
幸
福
も
各
時
代
の
固
有
性
も
軽
視
さ
れ
る
し
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
啓
蒙
の
延
長
線
上
に
あ
る
「
目
的
の
国
」
ま
で
進
歩
が
一
般
化
さ
れ

る
な
ら
、
「
世
界
の
す
べ
て
の
大
陸
の
住
民
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
本

来
は
存
在
そ
の
も
の
に
意
義
の
あ
る
は
ず
の
個
体
を
、
抽
象
的
概
念
に

す
ぎ
な
い
「
人
類
」
を
重
視
す
る
あ
ま
り
否
定
的
に
扱
う
の
が
目
的
論

な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
目
的
論
に
起
因
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
無
意

味
な
う
ぬ
ぼ
れ
」
を
人
聞
の
幸
福
を
論
じ
つ
つ
批
判
し
、
代
わ
り
に
時

代
や
民
族
の
多
様
な
個
性
と
固
有
の
価
値
と
を
強
調
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
人
間
の
本
質
と
し
て
の
「
フ
マ
ニ
テ

l

ト
」
に
あ
ら
ゆ
る
民
族

が
た
ど
り
つ
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
各
々
の
道
を
と
お
っ
て
い
く
の
で

あ
っ
て
、
こ
う
し
た
歴
史
観
に
お
い
て
、
経
験
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
統
制

し
て
い
く
超
越
論
哲
学
に
た
い
す
る
ヘ
ル
ダ
!
の
批
判
的
な
立
場
は
一

貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

フ
オ
ル
ス
タ
l

の
カ
ン
ト
批
判
は
、
と
の
へ
ル
ダ
l

の
立
場
を
一
部

共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
哲
学
が
経
験
を
貫
徹

し
て
い
く
カ
ン
ト
の
方
法
に
か
ん
し
て
で
あ
っ
た
。
先
ど
り
し
て
い
え

ば
、
カ
ン
ト
・
フ
オ
ル
ス
タ
1

間
で
生
じ
る
人
種
論
争
は
方
法
論
争
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ン
ト
に
与
し
て
い
え
ば
、
経
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験
的
な
判
断
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
も
、
の

ち
の
時
代
に
な
る
が
、
た
と
え
ば
J

・
s

・
ミ
ル
の
帰
納
法
に
お
け
る

「
自
然
の
斉
一
性
」
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
な
ら
あ
り
う
る
。
だ
か

ら
人
類
史
を
ふ
く
む
自
然
を
考
察
す
る
際
に
、
つ
ね
に
具
体
的
な
対
象

の
認
識
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
カ
ン
ト
と
へ
ル

ダ
l

の
論
争
は
双
方
が
自
説
を
変
え
ぬ
ま
ま
決
着
も
つ
か
ず
に
終
わ
る

が
、
し
か
し
こ
の
論
争
か
ら
は
現
存
す
る
「
外
部
」
の
認
識
だ
け
で
な

く
、
経
験
的
認
識
の
不
可
能
な
領
域
も
問
題
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

目
的
論
の
終
点
へ
の
批
判
は
同
時
に
そ
の
起
点
、
つ
ま
り
人
類
史
の
は

じ
ま
り
を
も
対
象
と
し
つ
つ
、
人
種
に
か
ん
し
て
も
そ
の
成
立
を
ど
こ

ま
で
ア
プ
リ
オ
リ
に
論
じ
て
よ
い
か
が
次
の
争
点
に
な
ろ
う
。

• 
『
自
然
史
」
の
方
法

カ
ン
ト
が
一
七
八
五
年
ま
で
の
人
種
論
で
設
定
し
た
問
題
は
、
「
人

類
」
(
冨g
R
Z

諸
国
R
E

向
)
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
性
の
理
解
と
「
人
種
」

(
官
印8
)

の
概
念
規
定
と
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
フ
ォ
ン
の
規
則
を
援
用
し

つ
つ
、
異
人
種
間
で
生
殖
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
と
に
、
人
間
は
す

べ
て
同
一
の
類
で
あ
る
と
見
な
す
カ
ン
ト
は
、
か
つ
て
す
べ
て
の
人
種

に
共
通
す
る
原
人
間
が
い
て
、
こ
れ
が
地
球
上
に
分
散
し
て
住
み
つ
く

よ
う
に
な
り
、
そ
の
土
地
や
食
物
の
影
響
を
受
け
て
遺
伝
的
「
変
異
」

を
生
じ
、
皮
膚
の
色
で
識
別
で
き
る
人
種
が
生
ま
れ
た
と
考
え
到
。
こ

こ
で
い
う
原
人
聞
を
カ
ン
ト
は
「
基
幹
」
(
ω
E
S
H
)と
呼
び
、
そ
こ
か

2 
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ら
わ
か
れ
た
「
血
統
」
(
B
E
B
B
E
岡
)
が
人
種
を
構
成
す
る
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
人
種
の
概
念
は
、
同
一
基
幹
の
「
種
属
区
別
」
(
白
血
g
g
'

E
Z
門
的
n
E
E
)
を
意
味
し
て
お
り
、
日
本
語
の
表
記
で
は
誤
解
し
か
ね
な

い
が
本
来
の
「
種
」
(
骨
骨
)
す
な
わ
ち
「
類
」
の
区
別
で
は
な
い
。
こ

の
変
異
の
要
因
を
、
カ
ン
ト
も
十
八
世
紀
の
思
想
家
の
常
と
し
て
風
土

に
求
め
る
の
だ
が
、
し
か
し
生
殖
力
に
強
い
影
響
を
与
え
る
風
土
は
、

種
属
形
成
の
産
出
原
因
で
は
な
く
機
会
原
因
と
考
え
ら
れ
た
。
カ
ン
ト

は
、
ま
る
で
中
世
以
来
の
人
間
類
型
四
分
法
を
ま
ね
る
か
の
よ
う
に
、

ま
ず
風
土
を
「
空
気
と
太
陽
」
、
つ
ま
り
湿
度
と
温
度
の
ふ
た
つ
の
視
点

で
四
種
類
(
①
湿
っ
た
寒
冷
、
②
乾
い
た
寒
冷
、
③
湿
っ
た
暑
熱
、
④
乾
い
た

暑
熱
)
に
わ
け
、
そ
れ
に
応
じ
て
人
種
も
四
種
属
(
①
白
色
人
種
、
②
赤

色
人
種
、
③
黒
色
人
種
、
④
黄
色
人
種
)
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

に
よ
れ
ば
、
基
幹
に
は
「
根
源
的
素
質
」
が
あ
っ
て
、
ど
ん
な
「
風
土

の
必
要
性
」
に
で
も
応
じ
ら
れ
る
よ
う
潜
在
的
な
「
萌
芽
」
を
ふ
く
ん

で
お
り
、
こ
の
萌
芽
が
い
く
世
代
か
を
へ
て
ゆ
っ
く
り
と
発
展
し
、
「
完

全
に
風
土
に
同
化
」
し
て
人
種
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
っ

た
ん
種
属
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
変
異
に
よ
っ
て
発
達
し
た
特
質

を
除
い
て
他
の
素
質
は
抹
消
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
の
特
質
だ
け
が

自
己
保
存
(
遺
伝
)
さ
れ
、
あ
ら
た
に
別
の
風
土
へ
の
適
応
が
求
め
ら

れ
で
も
、
も
は
や
さ
ら
な
る
変
異
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
見
な
さ

れ
た
。

カ
ン
ト
の
説
明
で
は
黒
色
人
種
の
皮
膚
の
色
に
つ
い
て
現
代
か
ら
見
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れ
ば
奇
妙
な
「
燃
素
」
な
ど
と
い
う
元
素
の
影
響
す
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
一
七
八
六
年
の
フ
オ
ル
ス
タ
l

の
批
判
は
そ
う
い
う
点
に
む
け

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
を
「
心
よ
り
尊
敬
」
す
る
フ
オ

ル
ス
タ
ー
は
、
観
察
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
「
抽
象
化
の
能
力
」

を
そ
こ
な
う
こ
と
が
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
認
め
た
う
え
で
、
思
弁
や
抽
象

の
優
先
に
警
告
を
発
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
と
世
界
を
め
ぐ
り
、
い
く
つ

も
の
島
々
を
発
見
し
て
南
洋
の
住
民
と
そ
の
生
活
を
観
察
し
、
植
物
採

集
な
ど
に
と
り
く
ん
だ
フ
オ
ル
ス
タ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
ケ
l

ニ
ヒ
ス
ペ

ル
ク
か
ら
一
度
も
で
た
こ
と
の
な
い
カ
ン
ト
の
思
弁
的
人
種
論
は
、
は

な
は
だ
し
く
現
実
ば
な
れ
し
た
も
の
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
カ
ン
ト

が
イ
ギ
リ
ス
の
航
海
者
カ
1

タ
レ
ッ
ト
(
冨
庄
司
わ
由
民R2
・
ア
口
ま
)
の

旅
行
記
を
読
み
、
ニ
ュ
i

ギ
ニ
ア
西
北
部
の
フ
リ

l

ウ
イ
ル
諸
島
に
い

る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
を
黄
色
人
種
の
イ
ン
ド
人
だ
と
誤
解
し
(
こ
の

誤
解
を
カ
ン
ト
は
一
七
八
八
年
の
論
文
で
認
め
た
て
そ
れ
と
異
な
る
皮
膚

の
色
を
し
た
南
洋
諸
島
の
島
民
が
「
白
色
人
種
で
あ
る
に
違
い
な
い
」

と
性
急
に
結
論
づ
け
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
島
民
を
実
際
に
見
た
経
験
に

お
い
て
カ
i

タ
レ
ッ
ト
に
劣
ら
ぬ
フ
オ
ル
ス
タ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
が
イ
ン
ド
人
で
は
な
く
、
「
ま
っ
た

く
あ
い
ま
い
な
表
現
で
野
蛮
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
さ
す
こ
と
は
歴

然
と
し
て
い
た
。
こ
の
地
域
の
島
民
が
ほ
と
ん
ど
黒
色
や
黒
褐
色
な
い

し
暗
褐
色
で
あ
る
こ
と
を
目
撃
し
た
フ
オ
ル
ス
タ
ー
に
は
、
か
れ
ら
が

黒
色
人
種
だ
と
い
う
推
論
も
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
同
様
に
可
能
だ
と
恩
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
フ
オ
ル
ス
タ1
の
だ
す
結
論
は
、

「
わ
ず
か
な
経
験
か
ら
全
体
を
結
論
づ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
「
欠
陥
の
あ
る
原
理
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
対
象
に
自

分
の
め
が
ね
の
色
を
お
し
つ
け
る
考
察
者
」
よ
り
も
「
自
分
が
気
づ
い

た
こ
と
を
た
だ
忠
実
に
、
ま
た
確
か
な
も
の
と
し
て
報
告
す
る
公
平
な

観
察
者
」
の
方
が
信
用
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
フ
オ

ル
ス
タ
ー
は
、
「
経
験
的
頭
脳
」
と
比
べ
て
「
体
系
的
頭
脳
」
が
劣
る
と

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
観
察
が
き
わ
め
て
不
十
分
な
の
に
「
体

系
化
」
を
急
げ
ば
あ
や
ま
ち
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
の
だ
し
、
そ
し
て
人

種
に
つ
い
て
は
、
信
頼
で
き
る
旅
行
家
の
多
数
の
報
告
を
調
べ
て
み
て

も
概
念
上
の
一
致
点
が
見
あ
た
ら
な
い
ほ
ど
、
観
察
が
ま
だ
不
十
分
だ

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
「
人
種
」
概
念
に
か
ん
し
て
も
、
フ
オ
ル
ス
タl
は
カ
ン

ト
を
批
判
し
て
い
る
。
批
判
箇
所
は
ふ
た
つ
あ
り
、
ひ
と
つ
は
四
人
種

は
基
幹
を
同
じ
く
し
な
が
ら
遺
伝
的
相
違
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
カ
ン

ト
の
仮
説
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
萌
芽
の
発
達
(
同
化
)
は
一
度
だ

け
で
、
二
度
目
か
ら
は
あ
ら
た
な
風
土
へ
の
移
動
が
あ
っ
て
も
同
化
は

生
じ
な
い
と
い
う
そ
の
補
説
で
あ
っ
た
。
双
方
の
批
判
に
共
通
す
る
も

の
は
、
風
土
が
人
種
形
成
の
原
因
で
は
な
い
と
い
う
フ
オ
ル
ス
タl
の

主
張
で
あ
る
。
同
じ
植
物
が
所
々
で
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
な
る
こ
と
を
見

て
き
た
フ
オ
ル
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
変
異
」
は
特
定
の
風
土
へ
の
「
移

植
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
あ
ら
た
に
風
土
を
変
え
れ
ば
ま
た 2003 
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新
し
い
変
異
が
生
じ
、
も
と
の
特
徴
は
消
え
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
変

異
聞
の
相
違
は
遺
伝
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
よ
う

に
、
人
種
や
種
属
の
意
味
で
「
変
異
」
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
遺
伝
す
る
ほ
ど
の
相
違
を
も
っ
人
種
は
、
だ
か
ら
「
変

異
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
基
幹
が
異
な
る
か
ら
生
じ
る
と
考

え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
第
二
の
風
土
へ
の
「
移
植
」
が
あ
っ
た
と
き
に
、

そ
の
風
土
に
適
し
た
「
変
異
」
が
生
じ
る
の
な
ら
、
移
植
さ
れ
た
者
は

も
と
も
と
そ
こ
に
い
た
者
と
同
一
基
幹
と
い
え
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば

黒
色
人
種
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
皮
膚
の
黒

さ
は
相
変
わ
ら
ず
遺
伝
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
黒
い
皮
膚
へ
の
萌
芽

が
他
の
色
へ
の
萌
芽
を
抹
消
し
て
し
ま
っ
た
結
果
な
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
黒
色
人
種
と
白
色
人
種
の
基
幹
が
異
な
る
か
ら
だ
と
推
論
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

• 
誤
解
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
が
、
フ
オ
ル
ス
タl
は
黒
色
人
種
が
人

類
に
ふ
く
ま
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
白
色
人
種
と
黒
色

人
種
が
同
一
種
(
の
皇
百
伺
)
に
属
す
る
こ
と
で
は
フ
オ
ル
ス
タ
ー
は
カ

ン
ト
と
同
意
見
で
あ
り
、
そ
し
て
人
種
論
に
お
け
る
フ
オ
ル
ス
タ

i

の

力
点
は
、
こ
の
同
一
種
論
に
も
と
づ
き
黒
色
人
種
へ
の
蔑
視
と
虐
待
を

批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
問
。
こ
の
よ
う
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
残
酷
さ
」

を
弾
劾
す
る
フ
オ
ル
ス
タ
l

は
、
し
か
し
カ
ン
ト
の
い
う
人
類
単
一
基

幹
説
よ
り
、
複
数
基
幹
説
の
方
が
推
論
と
し
て
妥
当
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
複
数
基
幹
説
も
不
確
か
だ
と
は
留
保
し
つ
つ
、
し
か
し
た
ん
に
皮
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膚
の
色
で
は
な
く
生
理
学
的
・
解
剖
学
的
根
拠
に
も
と
申
つ
い
て
、
フ
オ

ル
ス
タ
ー
は
両
人
種
の
相
違
が
基
幹
を
異
に
す
る
ほ
ど
根
本
的
な
も
の

と
見
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

付
言
す
る
と
こ
の
複
数
基
幹
説
は
、
ま
ず
大
胆
に
も
聖
書
を
否
定
し

つ
つ
、
一
対
の
男
女
を
人
類
共
通
の
祖
先
と
認
め
る
カ
ン
ト
の
単
一
基

幹
説
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
ひ
そ
む
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
だ
が

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
黒
色
人
種
が
外
面
的
・
内
面
的
形
態
に
お
い
て
猿

類
と
の
一
致
点
を
多
く
も
っ
と
い
う
、
ニ
グ
ロ
劣
等
人
種
論
を
も
示
唆

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
共
和
主
義
の
革
命
家
フ
オ
ル
ス
タ
ー
で
さ
え
も

が
「
人
聞
は
ニ
グ
ロ
で
終
わ
り
、
猿
は
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
で
始
ま
る
。

だ
か
ら
猿
に
似
た
人
間
も
猿
で
は
な
吋
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
批
判
に
た
い
し
、
一
七
八
八
年
の
論
文
で
カ
ン
ト
は
フ
オ

ル
ス
タ
ー
が
ふ
た
つ
の
失
敗
を
犯
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち

フ
オ
ル
ス
タ
ー
は
、
第
一
に
観
察
に
お
い
て
そ
れ
を
導
く
べ
き
原
理
を

前
も
っ
て
確
定
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、
第
二
に
「
自
然
史
」(Z岳
肖
問
中

印
n
z
n
F
Z
)と「
自
然
記
述
」
(
Z主
R
Z
R
宵
2
E

ロ
同
)
を
適
切
に
区
別
し

な
い
た
め
、
こ
こ
で
も
前
者
に
不
可
欠
の
観
察
を
導
く
原
理
の
確
定
に

(
盟
)

失
敗
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
指
摘
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
フ
オ
ル

ス
タ
!
と
の
論
争
の
焦
点
が
、
個
別
観
察
よ
り
全
体
構
想
を
重
視
す
る

自
然
科
学
方
法
論
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
自
然
史
に
あ
る
と
見
て
い
る
。

ま
ず
本
章
の
テ
i

マ
で
も
あ
る
後
者
に
つ
い
て
、
人
種
論
へ
の
間
遠

か
ら
対
象
を
生
物
に
限
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
見
か
け
の
「
類
似
性
」
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(
宮
吾
各
宣
円
)
に
応
じ
て
区
別
し
て
い
く
自
然
記
述
あ
る
い
は
博
物
誌

と
異
な
り
、
博
物
学
と
も
い
え
る
自
然
史
は
「
類
縁
性
」
(
ボ
ミ

g

島
田n
F島
)

に
よ
る
区
別
を
試
み
る
も
の
で
あ
り
、
生
殖
と
血
統
を
問
題
に
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
確
認
可
能
な
自
然
法
則
に
従
っ
て
、
現
在
の

生
物
が
も
っ
て
い
る
性
質
を
古
い
時
代
の
原
因
か
ら
「
類
推
」
を
と
お

し
て
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
歴
史
」
で
は
あ
っ
て
も
記

述
と
し
て
の
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
球
の
歴
史
を
合

理
的
に
推
論
す
る
自
然
科
学
の
こ
と
で
あ
る
。
人
種
論
の
よ
う
な
自
然

の
歴
史
は
、
だ
か
ら
「
た
ん
に
経
験
的
に
手
さ
ぐ
り
し
つ
つ
歩
き
ま
わ

る
」
こ
と
を
し
て
も
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
自
然
科
学
者
の
理
性
的
洞

(
由
)

察
に
も
と
づ
け
ば
成
立
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
自
然
記
述
の
限

界
が
自
然
の
経
験
的
解
明
の
徹
底
は
不
可
能
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
人
間
に
よ
る
自
然
そ
の
も
の
の
経
験
的
認
識
は
、
ま
る

で
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
物
自
体
を
初
練
と
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
不

可
知
論
に
お
ち
い
る
。

こ
の
問
題
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
生
物
、
つ
ま
り
有
機
体
な
の
で
あ
っ

た
。
有
機
体
が
自
然
の
歴
史
の
な
か
で
「
有
機
的
形
成
」
を
す
る
そ
の

原
因
は
、
「
存
在
し
て
い
る
も
の
」
を
認
識
す
る
当
時
の
学
問
と
し
て
の

「
自
然
学
」(
E
3
E
に
よ
っ
て
は
不
可
知
で
あ
る
と
カ
ン
ト
が
見
る
と

き
、
こ
れ
を
洞
察
す
る
の
が
「
存
在
す
べ
き
も
の
」
を
対
象
に
し
た
「
メ

タ
自
然
学
」
と
し
て
の
形
市
上
学
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
然
史

は
経
験
的
自
然
認
識
の
「
外
」
に
あ
る
形
而
上
学
の
、
そ
の
「
内
」
に

• 

し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
針
。
こ
こ
で
い
う
形
而
上
学
の
内
容
こ
そ
、

先
に
ふ
れ
た
自
然
の
「
意
図
」
や
「
計
画
」
を
意
味
す
る
目
的
論
で
あ

り
、
人
種
論
と
世
界
史
を
連
結
す
る
理
念
で
あ
っ
た
。
命
が
け
の
経
験

か
ら
多
様
な
自
然
の
探
求
を
こ
こ
ろ
み
た
フ
オ
ル
ス
タ
!
と
異
な
り
カ

ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
「
理
論
的
な
認
識
の
根
拠
が
不
足
し
て

い
る
場
合
に
は
、
目
的
論
的
原
理
を
使
っ
て
も
よ
い
と
い
う
権
限
が
ま

だ
充
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
吋
」
と
い
う
方
法
論
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
経
験
か
ら
哲
学
へ
の
方
法
的
飛
躍
を
正
当
と
す
る
た
め
、
カ

ン
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
立
論
し
て
い
く
。
ま
ず
ブ
ル
i

メ
ン
バ
ッ
ハ
が

『
形
成
衝
動
と
生
殖
活
動
に
つ
い
て
』
(
一
七
八
一
)
で
示
し
た
「
形
成
衝

動
」
(
切E
E

岡
田E
S
)

の
概
念
に
依
拠
し
、
こ
う
し
た
「
衝
動
」
に
よ
っ

て
生
物
は
有
機
的
形
成
を
な
し
、
そ
し
て
窮
極
的
に
は
自
然
的
素
質
を

自
己
の
生
存
目
的
に
応
じ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
発
達
さ
せ
る
と
考
え

る
。
そ
の
意
味
で
生
物
一
般
は
類
と
し
て
自
己
の
完
全
性
へ
と
む
か
う

の
で
あ
り
、
な
か
で
も
人
類
は
、
動
物
と
異
な
り
意
志
や
悟
性
と
し
て

の
「
根
源
力
」
を
も
っ
理
性
的
生
物
で
あ
る
か
ら
、
自
由
を
求
め
て
「
完

全
な
る
市
民
的
体
制
(
文
化
の
究
極
目
標
ご
を
め
ざ
判
。
そ
し
て
有
機

体
の
歴
史
的
使
命
を
推
論
す
る
こ
の
よ
う
な
目
的
論
に
依
拠
す
れ
ば
、

生
殖
を
と
お
し
て
そ
の
自
然
的
素
質
を
漸
次
的
に
発
達
さ
せ
て
い
く
人

類
の
歴
史
も
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
た
。
だ
か
ら
カ
ン
ト
は
、
そ
の
出

発
点
で
最
初
の
一
対
の
人
間
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
変
異
の
萌
芽
を
ふ
く

む
「
根
源
的
素
質
」
が
あ
る
と
想
定
し
、
そ
し
て
終
着
点
で
は
経
験
的
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に
知
ら
れ
る
人
種
聞
の
相
違
を
こ
え
、
人
類
全
体
の
共
通
性
を
「
文
化

の
究
極
目
標
」
の
統
一
性
と
し
て
予
言
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
付
言
を
す
る
と
、
フ
オ
ル
ス
タ
l

の
複
数
基
幹
説
を
反
批

判
し
、
方
法
的
に
「
よ
り
高
次
の
立
場
」
を
示
す
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学

に
も
、
フ
オ
ル
ス
タ
l

の
場
合
と
同
様
、
有
色
人
種
を
劣
等
視
す
る
見

方
が
露
呈
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
の
自
然
的
素
質
に
「
勤
勉
の
衝

動
」
も
あ
る
と
見
て
、
本
来
の
風
土
で
容
易
に
自
己
保
存
が
で
き
る
黒

人
や
黄
色
人
が
、
こ
の
衝
動
を
さ
ほ
ど
発
達
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
。
だ
か
ら
黒
人
奴
隷
や
ジ
プ
シ
ー
(
イ
ン
ド
人
)
は
、
あ
ら
た
に
ア
メ

リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
り
住
ん
だ
と
し
て
も
第
二
の
風
土
へ
の
同
化

が
で
き
な
い
の
で
、
も
は
や
勤
勉
に
な
り
え
な
い
と
見
な
さ
れ
問
。
カ

ン
ト
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
は
、
有
色
人
種
が
示
す
日
常

(
お
)

的
な
怠
惰
を
遺
伝
的
な
「
不
可
避
性
」
と
し
て
否
定
的
に
評
価
し
た
の

で
あ
る
。

• 
人
類
史
を
約
六
O
O
O

年
と
算
出
し
た
時
仰
の
人
種
論
争
は
、

よ
う
な
カ
ン
ト
か
ら
の
回
答
の
の
ち
ひ
と
ま
ず
終
息
す
る
が
、
そ
れ
に

か
ら
む
経
験
と
哲
学
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
カ
ン

ト
が
一
七
八
五
年
論
文
の
冒
頭
に
書
い
た
「
求
め
る
べ
き
も
の
が
あ
ら

か
じ
め
わ
か
っ
て
い
る
と
き
に
だ
け
、
自
分
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の

を
経
験
の
内
に
見
い
だ
村
」
と
い
う
命
題
を
フ
オ
ル
ス
タ
ー
の
よ
う
に

「
幻
想
」
と
批
判
す
る
こ
と
回
、
カ
ン
ト
の
哲
学
的
反
論
に
よ
っ
て
本
当

に
克
服
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
?
自
然
が
も
た
ら
す
も
の
の
多
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こ
の

様
性
を
予
測
も
つ
か
な
い
ま
ま
に
発
見
す
る
喜
び
を
知
る
フ
オ
ル
ス

タ
ー
は
、
一
七
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
地
域
的
形
成
と
普
遍
的
形
成

に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
、
啓
蒙
が
完
全
性
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
理

念
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
「
多
様
性
の
美
し
い
現
象
」
を
認
め
ら
れ
な
い

ほ
ど
画
一
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
か
れ
は
経
験
重

視
の
考
え
を
変
え
な
い
ま
ま
、
「
特
定
の
形
式
で
す
べ
て
を
制
限
し
断
定

し
よ
う
と
す
る
こ
の
時
代
の
必
然
的
傾
向
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
性
の
否
定

(
辺
)

で
あ
る
」
と
い
う
訴
え
を
や
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
他
方
カ
ン
ト

も
一
七
八
六
年
の
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

と
い
う
論
文
で
は
、
「
超
感
性
的
対
象
を
認
識
す
る
」
よ
う
な
「
理
性
の

客
観
的
原
理
が
及
ば
な
い
場
合
に
は
、
理
性
の
主
観
的
原
理
に
も
と
づ

(
お
)

く
確
か
さ
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
定
め
る
」
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。
経
験
科
学
が
存
在
す
る
も
の
の
す
べ
て
を
網
羅
的
に
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
な
ん
ら
か
の
先
験
的
方
法
を
導
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
方
法
論
に
お
い
て
き
わ
め
て

す
ぐ
れ
た
体
系
家
で
あ
る
カ
ン
ト
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
、
同
時
代
人
に

は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
フ
オ
ル
ス
タl
の
批
判
も
「
尊

敬
す
る
」
カ
ン
ト
そ
の
人
か
ら
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
(
た
と
え
ばJ
・
H
・

カ
ン
ベ
)
に
移
っ
て
い
く
。
そ
の
カ
ン
ト
の
方
法
論
は
、
い
わ
ゆ
る
コ

ベ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
り
、
不
可
知
の
外
部
に
た
い
し
て
は
内
部
の

形
式
を
あ
て
は
め
て
い
く
と
い
う
超
越
論
的
な
主
観
主
義
で
あ
っ
た
。

人
類
ど
こ
ろ
か
宇
宙
の
起
源
を
も
問
う
今
日
の
自
然
科
学
に
お
い
て
も
、
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経
験
的
認
識
の
限
界
領
域
で
は
理
性
的
推
論
が
な
さ
れ
よ
う
。
自
然
史

と
い
う
「
外
部
」
認
識
の
深
奥
で
ひ
ら
け
て
き
た
も
の
は
、
広
大
無
辺

な
世
界
へ
の
展
望
ど
こ
ろ
か
、
カ
ン
ト
哲
学
を
貫
く
こ
の
主
観
主
義
な

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
な
る
問
題
は
、
こ
の
主
観
が
相
対
性
に
お
ち
い
ら

な
い
よ
う
に
す
る
条
件
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

• 
括

人
種
論
争
で
カ
ン
ト
の
思
弁
的
方
法
を
批
判
し
た
フ
オ
ル
ス
タ
ー
は
、

し
か
し
一
七
九
一
年
の
論
文
で
人
間
の
「
形
成
」
(
回
E
E

間
)
の
「
地
域

性
」
だ
け
で
な
く
、
「
普
遍
性
」
に
も
言
及
し
て
い
る
。
確
か
に
フ
オ
ル

ス
タ
l

は
感
性
や
特
殊
性
を
重
視
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
人
聞
が
理

性
的
に
成
熟
し
て
精
神
的
に
成
長
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
「
完
成
」
へ
の

展
望
も
示
し
て
い
た
。
そ
の
人
間
の
特
徴
を
「
普
遍
性
」
に
見
る
フ
オ

ル
ス
タ
l

は
、
そ
れ
を
い
ま
や
「
全
人
類
の
代
表
者
」
と
な
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
が
示
し
て
い
る
と
さ
え
い
う
。
か
れ
は
一
方
で
、
先
述
し
た

人
種
論
と
同
様
、
未
聞
の
原
住
民
を
虐
待
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
恥

ず
べ
き
行
為
」
を
告
発
し
つ
つ
、
他
方
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
普
遍
知
」

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
多
様
性
に
精
神
的
完
成
を
も
た
ら
す
こ
と
を
確

信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
学
や
造
形
芸
術
に
こ
の
多
様
性
の

開
花
を
認
め
る
フ
オ
ル
ス
タ
l

は
、
「
地
球
を
ま
る
で
包
容
し
て
い
る
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
な
す
べ
き
課
題
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
部
と
外
部
で
作

用
し
て
い
る
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
探
り
、
こ
の
意
図
に
お
い
て
あ

(
M
)
 

ら
ゆ
る
花
を
注
意
深
く
ひ
ろ
い
集
め
る
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
。
こ
と

で
は
内
・
外
に
貫
徹
し
て
「
作
用
す
る
も
の
」
を
洞
察
す
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
と
同
時
に
杓
子
定
規
の
原
則
に
よ
ら
ず
、
諸
民
族
の
芸
術
を

も
と
に
し
た
「
美
的
教
育
」
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
「
洗
練
」
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
の
小
論
文
で
は
フ
オ
ル
ス
タ
l

の
主
張
が
充
分

に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
よ
り
重
要
な
前
者
の
課
題
は

人
間
の
完
成
に
む
け
て
「
作
用
す
る
も
の
」
の
探
求
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

こ
れ
は
カ
ン
ト
の
い
う
目
的
論
と
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
フ
オ

ル
ス
タ
l

は
カ
ン
ト
と
異
な
り
、
「
メ
タ
自
然
学
」
で
は
な
く
「
自
然

学
」
そ
の
も
の
の
な
か
に
人
間
理
性
の
「
鏡
像
」
を
認
め
つ
つ
、
経
験

(
あ
)

科
学
を
と
お
し
て
こ
の
目
的
論
が
予
言
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
く
り

か
え
し
に
な
る
が
、
人
種
論
争
の
争
点
は
歴
史
哲
学
そ
の
も
の
よ
り
方

法
論
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

論
争
後
の
カ
ン
ト
の
場
合
、
『
学
部
の
争
い
』
(
一
七
九
八
)
に
お
い
て

目
的
論
的
な
歴
史
の
予
言
に
直
接
言
及
し
、
そ
れ
が
人
類
の
「
普
遍
的

な
道
徳
史
」
を
対
象
に
可
能
だ
と
述
べ
て
い
る
。
「
世
界
史
」
の
本
質
を

「
道
徳
史
」
に
見
る
カ
ン
ト
が
、
そ
の
内
実
と
な
る
「
で
き
ご
と
」
を
歴

史
的
事
件
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
事
件
を
前
に
し
て
公
然
と
示
さ
れ

る
「
観
察
者
た
ち
の
考
え
方
」
に
見
い
だ
す
と
き
、
注
目
さ
れ
て
い
る

の
は
論
争
後
に
お
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
市
民

的
体
制
に
た
い
し
て
観
察
者
が
も
っ
道
徳
的
「
共
感
」
(
が
皆
四
百

E

拘
)
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な
の
で
あ
っ
た
。
観
察
者
の
道
徳
的
素
質
や
理
性
が
共
和
制
に
実
現
し

た
人
類
の
「
善
」
と
呼
応
す
る
の
で
、
観
察
者
は
歴
史
の
進
歩
を
実
感

し
、
さ
ら
な
る
進
歩
を
予
言
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
ジ
ヤ
コ
パ
ン

体
制
に
「
共
感
」
し
て
パ
リ
に
お
も
む
く
フ
オ
ル
ス
タ
ー
は
も
と
よ
り
、

カ
ン
ト
に
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
人
類
全
体
の
道
徳
的
進
化
を
証
明
す
る

も
の
と
映
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
歴
史
認
識
の
主
体
と
客
体
が
、
規
範

と
し
て
の
「
道
徳
性
」
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
場

合
、
歴
史
哲
学
の
根
幹
に
も
あ
っ
た
主
観
主
義
は
、
人
類
の
道
徳
史
に

お
け
る
主
・
客
一
致
論
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
限
り
、
浮
遊
す
る

相
対
性
に
お
ち
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
主
・
客
一
致
論
は
、
法
や
道
徳
を
体
現
す
る
国
家
の
な
か
に
自

由
の
実
現
を
見
る
と
い
う
へ
l

ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
も
明
示
さ

れ
て
い
る
。
認
識
客
体
で
あ
る
理
性
的
共
同
体
の
歴
史
の
な
か
で
、
認

識
主
体
で
あ
る
自
由
を
求
め
る
精
神
が
自
己
に
照
応
す
る
も
の
を
見
い

だ
し
、
歴
史
そ
の
も
の
と
歴
史
記
述
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
客
観
的
な

面
と
主
観
的
な
面
が
統
一
さ
れ
る
」
の
で
あ
っ
問
。
た
し
か
に
カ
ン
ト

と
へ
l

ゲ
ル
の
あ
い
だ
に
は
「
世
界
市
民
主
義
と
国
民
国
家
」
の
時
代

的
相
違
が
あ
り
、
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
世
界
共
和
国
で

は
な
く
民
族
国
家
を
標
傍
す
る
歴
史
主
義
が
啓
蒙
と
対
立
し
た
と
し
て

も
、
フ
オ
ル
ス
タ
ー
も
示
唆
し
た
歴
史
の
目
的
論
と
の
関
連
で
い
え
ば
、

観
念
論
は
啓
蒙
の
主
・
客
一
致
論
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
点
に
お
い
て
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
の
連
続
性
は
明
ら
か
で
あ

147 • 

る
植
民
地
支
配
に
せ
よ
、
人
権
宣
言
に
せ
よ
、
つ
ま
り
悪
く
て
も
良
く

て
も
、
啓
蒙
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
内
部
」
規
準
の
拡
張
を
と
お
し

て
「
外
部
」
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
し
て
い
く
と
き
、
地
理
的
「
外
部
」

は
た
と
え
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
以
前
で
あ
っ
て
も
、
目
的
論
的
原
理

の
適
用
に
よ
っ
て
「
内
部
」
の
全
体
構
想
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
し
、

「
内
な
る
外
部
」
は
道
徳
的
進
化
を
め
ざ
す
目
的
論
そ
の
も
の
の
適
用
に

よ
っ
て
転
覆
さ
れ
る
。
後
者
に
は
啓
蒙
を
受
け
い
れ
よ
う
と
し
な
い
伝

統
社
会
も
ふ
く
ま
れ
る
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
、
が
国
民
を
未
熟
の
ま
ま
に

と
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
「
後
見
人
」
と
呼
ん
だ
者
も
、
社
会
の
周
縁

に
存
在
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
や
身
体
障
害
者
な
ど
と
同
列
に
置
か
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
啓
蒙
は
た
ん
に
二
重
規
定
の
「
外
部
」

を
契
機
に
し
た
「
自
己
相
対
化
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
己
絶
対
化
」

に
も
と
づ
く
「
普
遍
性
の
追
求
の
運
動
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
話
。
こ

の
よ
う
な
結
論
は
、
通
説
の
踏
襲
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
ド
イ
ツ
啓
蒙
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
思
想
の
あ
く
ま
で
周
辺
に
で
は

あ
る
が
、
有
色
人
種
劣
等
論
と
い
う
汚
濁
す
ら
生
ん
だ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
主
義
」
は
、
そ
の
起
源
を
進
歩
史
観
と
し
て
の
目
的
論
と
そ
の
原

理
の
適
用
に
か
ん
す
る
方
法
論
と
に
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
ば
ん
・
ま
さ
き
/
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
史
)
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〈
m
z
-
E
m
g
a
窓
口
-
H
O
F
〉
旨
高
-
2
0
・
《
0
5
問
。
同
}
E
Z
E
g
寸
昂
諸
国
》
・
N
R

E
N
E
g
虫
色
ロ
国
間
g
ι
N
E
E
z
z
z
g島
g
g
回
、
『
ぽ
岳
官
3
-
s

g
・
E
5
5
号
円
F
E
b
ロ
己
主
喜

h
sき
喜
界
』
間
・
N仏
国
各

N

(
N
8
0
)
・
印
-
H
8
・
H
a
-
な
お
ド
イ
ツ
十
八
世
紀
学
会
の
二

O
O

一
年
大

会
は
、
「
啓
蒙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
世
界
」
を
テ
!
マ

に
聞
か
れ
て
い
る
。

十
八
世
紀
の
E
Z
白
昨
日
開
O
R
E
S
S
3
は
通
常
「
自
然
誌
」
と
訳
さ
れ
、
自

然
の
三
界
(
植
物
、
動
物
、
鉱
物
)
に
属
す
る
す
べ
て
の
物
質
の
目
録

な
い
し
記
述
と
考
え
ら
れ
た
(
〈
包
・
旨
S
B
-
J
A
民
民
間
g
n
E
n
z
s
J
F
R

E
O
E
M
向
・
』
o
z
g
ロ
P
E
m
g

予
与
産
量
虐
司
令
草
、
S

喜
志
込
町
玄
芯
込
書

司
寄
な
る
R
S
F
回
ι
・
聞
-
F
O
M

唱
N
何
回
∞
c
y
m
-
A
F
H
∞
・
)
。
た
だ
し
レ
ベ
ニ

l

ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十
八
|
十
九
世
紀
の
転
換
期
に
は
経
験
的
知

識
の
蓄
積
に
よ
り
諸
科
学
が
(
伝
統
的
空
間
的
構
成
か
ら
)
対
象
の
と

ら
え
方
や
理
論
形
式
に
お
い
て
「
時
間
化
」
し
、
訟
の
O
R
E

♀
同
0

.. 
の
意

味
も
「
記
載
」
か
ら
「
歴
史
」
に
重
心
を
移
し
て
、
「
自
然
誌
」
は
「
自

然
史
」
に
転
換
し
た
と
い
わ
れ
る
(
〈
包-U
志
氏
2
・
君
。
R
b
a
阿
君
除

雪
記
号

h
S
客
寄
-
呂
田
口
n
F
E
C
-
P
。
・
吉
田
・
ヴ
オ
ル
フ
・
レ
ベ
ニ

l

ス
『
自
然
誌
の
終
鳶
』
、
山
村
直
資
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二

年
を
参
照
)
。
二
|
2
で
見
る
よ
う
に
、
人
種
論
で
R
Z
ω
百
号
0
2

宵
E
V
E
闘
志

(
自
然
記
述
)
と
2
2
民
再
開
。
R
E

♀
Z
ョ
(
自
然
史
)
と
を
区
別
す
る
カ
ン

ト
の
場
合
、
人
種
の
発
生
と
遺
伝
を
対
象
と
し
た
考
察
は
す
で
に
「
時

間
化
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
フ
オ
ル
ス
タ
!
と
の
論
争
は
、
博

物
誌
的
で
百
科
事
典
的
な
「
自
然
誌
」
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
u
近

代
的
な
科
学
と
し
て
の
「
自
然
史
」
の
成
立
期
に
お
こ
っ
た
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
の
同
時
代
に
は
、
未
開
で
野
蛮
な
社
会
の
特
性
を
た
と
え
ば
ア

ポ
リ
ジ
ニ
の
「
文
化
」
や
新
石
器
時
代
の
「
文
明
」
な
ど
と
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
た
い
す
る
反
対
概
念
と
し
て
見
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
「
文
明
」
や
「
文
化
」
は
人
間
の
完
全
性
へ
む
か
う
び

と
つ
の
動
態
的
な
過
程
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
今
日
の
カ
ル
チ
ユ
ラ
ル
・
グ

ス
タ
デ
ィ
l

ズ
に
お
い
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
様
性
に
お
い
て
静
態
弘

的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一

(
4
)
以
下
で
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
か
ん
し
て
原
文
は
〉
室
g
w
B
E
E
-
即

間
同
宮
、
邦
訳
は
理
想
社
版
を
使
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
数
と
頁
数
だ
け
を
世

記
す
。
な
お
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
あ
る
。
こ
こ
で
の
中
国
人
や
イ
ン
庇

デ
ィ
ア
ン
に
か
ん
す
る
記
述
は
、
宮
少
∞
・
3

・
詰
(
十
五
巻
、
三
六
措

4
4
L
 

三
一
三
六
九
頁
)
、
印
・
お
N
a
お
A
F
(
四
一
一
一

O

四
一
二
三
頁
)
を
参
照
。

(
5
}
同
S
F
切
p
u
-
-
m
-
ω
H
H
(
十
四
巻
、
三

O
一
二
頁
。
)

(
6
)
〈
四
-
-
F
。
芹
R
-
明
乱
。
侍
百
戸
【
U
V

ユ
2
0
官
官
宮
包
括
門
田
ロ
回
色
色
O
H
l
o
F
H
O
〈
。
ロ
常
円

g
g
同
ω
n
E
&
E
n
z
g
巧
R

民
事
色
丹
乱
。
同
冨
g
R
F
O
R
a
自
ロ
・
百
一
民
間
宮
戸
円

安
善

g
g
E
(
民
間
・
)
訟
忌
宰
E
E
S
S
A
言

S

喜
界
書
官
官

H
申
∞
斗
・
印
・
ω
?
a
・

(
7
)
カ
ン
ト
の
論
文
は
本
文
で
の
記
載
順
に
、
回
己
-
N
-
∞
-
A
F
ミ
ム
怠
(
三
巻
、

一
一
六
九
|
二
九
二
頁
)
、
回
且
・
∞
.
印
・
g
s
呂
町
(
十
三
巻
、
八
一
|
一

O
一
二

頁
)
、
回
p
p
m
-
H
ミ
-
H
N
ω
(
十
三
巻
、
一

O
五
i

一
二
七
頁
)
、
切
且
・
タ
∞


M
勾

'
g
A
F
(
十
二
巻
、
二
九
六
六
頁
)
を
見
よ
。
フ
オ
ル
ス
タ

l

の
カ

ン
ト
批
判
は
、
Z
2
v
o富田

5
0
2
民
O
F向g
R
F
O
R
E
E
P
古
一
司
竜
骨
ぬ

s
s
、
思
春

P
R
M
-
宮
官
釘
0
・
』
-
u
∞
・

2
・
5
(

『
ゲ
オ
ル
ク
・
ブ
オ

ル
ス
タ
l

作
品
集
』
、
八
木
浩
他
訳
、
一
二
修
社
、
一
九
八
=
一
年
、
一
五
一

|
一
八
三
頁
)
。

カ
ン
ト
の
「
一
般
史
の
理
念
」
は
、
田
島
・
∞
-
∞
・
5
・

2
(
十
三
巻
、
一
三

三
五
頁
}
を
、
「
ヘ
ル
ダl
論
評
」
は
回
ι
・
∞
・
印
・
&
・
8
(
十
三
巻
、
四

九
|
八
O
頁
)
を
見
よ
。

ス
ミ
ス
の
欺
繭
理
論
に
つ
い
て
は
、
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

自
然
法
学
』
、
一
九
八
八
年
、
お
茶
の
水
書
房
、
六
頁
以
下
を
参
照
。

2 
) 

3 

2003 
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(
叩
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問
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十
三
巻
、
一
一
O
頁
を
参
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)

(
日
)
〈
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a
o
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自
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時
ぽ

ι
固
め
ヨ
ユn
p
h
t町重
量
、
3
S
出
見
事
呂
母
、

c
s
u
r
E
H符
号
、h
h
S昌内
p
t
止
.
N・
3
巴
】.
E同
ω
F
E
M
E
阿
見
g
.
印
・
包
ω
戸

(
ロ
)
「
へ
ル
ダ
l

論
評
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
は
、
「
人
類
」
を
生
物
学
的
な
類

似
性
を
持
つ
人
間
の
総
合
と
し
て
で
は
な
く
、
「
無
限
な
も
の
へ
進
ん
で

い
く
生
殖
の
系
列
の
全
体
」
と
し
て
と
ら
え
、
実
在
す
る
も
の
と
考
え

る
。
こ
れ
は
「
人
類
」
概
念
を
現
存
し
な
い
た
ん
な
る
「
普
遍
的
概
念
」

(
〈
包
・§
p
w
印
・ω
N
R
)と
批
判
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
へ
の
反
批
判
と
な
っ
た

(
〈
包
・
問
自
F
E
-
∞
w
m・8
同
・
十
三
巻
、
七
八
頁
以
下
を
参
照
)
。
こ
こ

で
も
人
類
を
検
討
す
る
視
角
が
、
人
種
の
並
列
や
分
類
よ
り
も
そ
の
生

成
や
遺
伝
(
時
間
)
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
(
注
(
2
)
も
参
照
)
0

(
日
)
〈
開
】
・
保
健

M
F
回
ι
・N
-∞
・
怠
門
司
・
・
回
且
・
∞
-
∞

-
S
・
(
三
巻
、
二
八
八
頁
以
下
お

よ
ぴ
十
三
巻
、
八
三
頁
を
参
照
)
。

(
H
H
)歪
-
E
二

2

・
∞
-
室
・
(
十
三
巻
、
九
四
頁
以
下
を
参
照
)
。
な
お

邦
訳
十
二
巻
の
「
哲
学
に
お
け
る
目
的
論
的
原
理
の
使
用
に
つ
い
て
」

(
門
脇
卓
爾
訳
)
で
は
、
印
S
S
自
も
〉

Z
E
B
B
E
聞
も
と
も
に
「
血
統
」

と
訳
さ
れ
て
お
り
、
カ
ン
ト
人
種
論
の
根
本
に
か
か
わ
る
誤
解
が
あ
る

と
恩
わ
れ
る
。

(
日
)
〈
包
・
問
自F
切
且-
N
-
m
-
怠
戸
(
三
巻
、
二
八
九
頁
を
参
照
)
。

(
凶)
4
巴
・
同S
F

回
ι
・
∞-
m
-
H
叶
印
F
H
C
印
・
(
十
二
巻
、
五
三
頁
お
よ
び
十
三

巻
、
一
O
ニ
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
口
)
〈
同
】
・
3
2
8
n
ω
-
p
p・
m
-叶
冊
目
叶
∞
・
(
邦
訳
、
一
五
四

l

一
五
六
頁
を
参

照
)
。

(
鴎
)
〈
抱-
o
g
-
-
∞
・8

同
・
(
邦
訳
、
一
七
一
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
問
)
〈
阻F
O
E
-
-
m・
由
虫
・
(
邦
訳
、
一
七
七
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
初
)
〈
同F
O
E
-
-∞・
沼
町-
z
・
定
拘
(
邦
訳
、
一
七
五
頁
以
下
お
よ
び
一
六
二
頁

以
下
を
参
照
)
o
な
お
フ
オ
ル
ス
タ
ー
は
こ
こ
で
い
う
生
理
学
的
・
解
剖

学
的
根
拠
に
か
ん
し
、
当
時
マ
イ
ン
ツ
大
学
の
教
授
で
カ
ン
ト
と
も
交

流
の
あ
っ
た
ゼ
メ
リ
ン
ク
(
伊
田
E

弓
Z
B
E
E
S
S

呂
田
闘
い
叶
印
印

4
H
g
c
)

が
フ
ォ
ル
ス
タ
l

に
捧
げ
た
S
司

t
R
Z
Sマ
ミ
吟t
S
3

込
書
待
S
S

待
句

〉
f
h
s
g韮
F
S

除
、
・
町
店
同
M
5
2

・
F

。
-
w凶
器
に
依
拠
し
て
い
る
。

(
れ
)
明v
p
-
m
g・
(
邦
訳
、
一
六
四
頁
)
。
前
の
注
で
ふ
れ
た
よ
う
に
ゼ
メ
リ

ン
ク
に
依
拠
し
た
こ
の
主
張
は
、
権
利
に
お
け
る
黒
人
差
別
に
直
結
し

な
い
が
、
し
か
し
身
体
の
根
本
か
ら
黒
人
と
白
人
を
区
別
す
る
。
こ
こ

か
ら
は
「
客
観
的
な
科
学
」
に
も
と
づ
き
、
諸
人
種
の
序
列
化
も
生
じ

λ
ノ
ザ
ムU。

(
n
)
〈
伺
]
・
同
S
F
凶
品
・
∞
-
∞
-
H
g円
(
十
二
巻
、
一
二
三
頁
を
参
照
)
。

(
お
)
〈
包-
s
p
-印
-
g
c・
5
A
F・
(
同
書
、
二
一
四i
三
七
頁
を
参
照
)
。

(
M
)
〈
包-
O
E
-
-
m
-

ロ

C
(
同
書
、
五
八
頁
以
下
を
参
照
)
。
の
ち
に
カ
ン
ト

は
『
判
断
力
批
判
』
(
一
七
九O)
第
二
部
に
お
い
て
、
自
然
科
学
の
対

象
や
方
法
の
原
理
に
ま
で
目
的
論
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
開E
S
印
・5
c
・
(
同
書
、
三
三
頁
)
。

(
お
)
〈
間-
-
A
M
E
-
-

∞
・
ロ
叶
・
(
十
三
巻
、
一
一
八
頁
を
参
照
)
。

(
幻
)
〈
包
・
与
《
戸
、
∞
・

H
a
円
(
十
二
巻
、
五
一
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
お
)
開E
3
印
・5
F
(
十
三
巻
、
九
七
頁
)
。

(
m
)
十
八
世
紀
末
の
ガ
ツ
テ
ラ
ー
だ
け
で
な
く
(
岡
崎
勝
世
『
キ
リ
ス
ト
教

的
世
界
史
か
ら
科
学
的
世
界
史
へ
』
、
効
草
書
房
、
二
O
O
O
年
、
第
二

編
を
参
照
)
、
十
九
世
紀
の
ロ
テ
ツ
ク
さ
え
ア
ダ
ム
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
生

誕
ま
で
を
三
九
八
三
年
と
算
定
し
て
い
る
。
{
〈
帽
】
・
同
門
託

2
F
問
問
-
d
F


』
R
h
g
E還の
宮
町
世
主F
E

・E
-
申
・
旨
片
岡
・
5
N

・
)

(
初
)
同S
F
E

・
∞
.
印
・
2

・
(
十
三
巻
、
八
三
頁
)
。

(
氾
)
〈
包
・3
a
g
n
釦
・
ω
・
0
・
・
∞
・
討
・
(
邦
訳
、
一
五
三
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
認
)
巴
理m
z
d
t
m
円
z
s
z
s
ι

曲
一
日
間
O
B
O目
。
即
日
吾
呂
田
町

L
ロ
H
S
込
町
富

S
ミ

回
S
S
F
切
色-
u
L
l
o
壱
N
-開
。
・
ア
∞-
N白
・
(
前
掲
-
訳
書
、
二
二
六
頁
)
。

(
お
)
問
自F
回
且
・
∞
・
印
・

5
a
・
(
十
二
巻
、
一
四
頁
)
。

(
引
品
)
3
2
0
?

の
V
2
-
o
E
2

昆
色
町
0
5
5
2
E
E
H

向
戸
一
翼
き

s
e
号
、
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回
同
聖
母
戸
回
且
・
ω
ト
2
E
問
。
・
】
・
・
∞
・

M
∞
罰
(
邦
訳
、
二
三
一
頁
)
。

(
お
)
〈
包-
S
F
-∞
-
M斗
斗
・
(
邦
訳
、
二
二
二
頁
を
参
照
)
。

(
お
)
〈
関
戸
開SF
回
ι
・
叶
・m
g
R
(
十
三
巻
、
四
一
一
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
幻
)
〈
偶
】
・
国
内
問
。

f
s
込
内
(
印
巳E
S
S
司
)
・
切
且
・
ロ
-
m・8
・
(
『
歴
史
哲
学
講

義
』
、
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
O
八
頁
を
参
照
)
。

『
社
会
思
想
史
研
究
』
、
二
十
五
号
(
二
O
O

一
年
)
の
寺
田
報
告
(
六

一
一
頁
)
を
参
照
。
そ
こ
で
は
啓
蒙
は
「
外
部
を
不
可
避
的
に
内
に

含
み
込
ん
で
文
化
変
容
を
成
し
遂
げ
て
い
く
、
自
己
相
対
化
を
通
じ
た

普
遍
牲
の
追
求
の
運
動
」
(
九
頁
)
と
規
定
さ
れ
、
『
イ
エ
ズ
ス
会
士
中

国
書
簡
集
』
を
一
例
に
し
つ
つ
、
洗
練
さ
れ
た
礼
儀
作
法
や
公
平
で
合

理
的
な
官
僚
制
な
ど
が
、
賞
讃
に
値
す
る
中
国
の
特
徴
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
自
己
相
対
化
に
寄
与
し
た
と
論
じ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
ら

の
特
徴
が
文
明
化
と
し
て
の
啓
蒙
の
「
多
元
性
」
と
「
脱
中
心
化
」
を

示
唆
し
て
い
て
も
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
ら
は
文
明
の
衝
突
を
へ
て
確

認
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
の
内
部
規
準
に
も
合
致
し
て
い
た
。
ち
ょ

う
ど
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
ベ
ル
シ
ア
人
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
外
部
」
は
「
内
な
る
外
部
」
を
相
対
化
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
を
代
弁
し
て
い
る
。
啓
蒙
に
よ
る
「
文
化
変
容
」
が

脱
伝
統
と
し
て
生
じ
る
場
合
、
「
外
部
」
が
内
部
規
準
を
代
弁
す
る
道
具

と
な
り
、
「
脱
中
心
化
」
さ
れ
た
な
か
に
中
心
的
な
も
の
が
残
存
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
、
そ
の
確
認
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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時
代
か
ら
携
わ
っ
て
き
た
宗
教
の
批
判
的
・
歴
史
的
研
究
に
従
事
し
て

い
た
。
ベ
ル
ン
期
の
へ
l

ゲ
ル
に
は
、
い
ま
だ
哲
学
体
系
を
構
築
し
よ

う
と
す
る
意
図
は
な
く
、
彼
の
主
た
る
関
心
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判

的
研
究
を
通
じ
て
、
新
し
い
宗
教
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
彫
琢
す
る
こ
と
に

向
け
ら
れ
て
い
た
。

テ
ュ
l

ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
終
わ
り
か
ら
ベ
ル
ン
時
代
に
か
け
て
へ
|

ゲ
ル
が
辿
っ
た
思
想
の
歩
み
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
時
、
我
々
の
手
に

残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
唯
一
完
全
な
形
で
残
さ
れ

て
い
る
作
品
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
を
除
く
と
、
ノ
l

ル
に
よ
っ
て
個
々

の
断
片
か
ら
編
集
さ
れ
、
表
題
を
つ
け
ら
れ
た
二
つ
の
草
稿
群
、
つ
ま

り
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
(
一
七
九
三
/
九
四
年
)
な
ら
び
に
『
キ

リ
ス
ト
教
の
実
定
性
』
(
一
七
九
五
/
九
六
年
)
で
あ
る
。
『
イ
エ
ス
の
生

ベ
ル
ン
期
ヘIゲ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
「
民
族
宗
教
」
構
想

〈公募論文〉ベルン期へーゲルのキリスト教批判と「民族宗教」構想一一佐山圭司

佐
山
圭
司

は
じ
め
に

へ
l

ゲ
ル
が
一
七
九
三
年
秋
か
ら
九
六
年
末
ま
で
家
庭
教
師
と
し
て

ベ
ル
ン
に
滞
在
中
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
フ
イ
ヒ
テ
に
触
発
さ
れ
て
発
表
し

た
諸
論
文
で
、
す
で
に
テ
ュ
l

ビ
ン
ゲ
ン
の
神
学
生
と
し
て
、
当
時
最

先
端
の
哲
学
的
議
論
に
参
入
し
、
ま
た
へ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
は
幸
運
な
め

ぐ
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
イ
ェ
l

ナ
で
フ
イ
ヒ
テ
の
講
義
を
聴
き
、
そ

の
知
識
学
と
の
対
決
を
通
じ
て
独
自
の
哲
学
的
地
歩
を
固
め
て
い
た
。

つ
ま
り
へ
|
ゲ
ル
の
二
人
の
学
友
が
、
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論

の
成
立
過
程
に
直
接
関
与
し
て
い
た
一
方
で
、
彼
自
身
は
二
人
と
の
文

通
を
除
い
て
こ
の
新
し
い
哲
学
的
躍
動
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
学
生
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涯
』
は
年
代
的
に
は
、
こ
の
二
つ
の
草
稿
群
の
聞
に
執
筆
さ
れ
た
。
も

し
こ
の
時
期
に
お
け
る
へ
i

ゲ
ル
の
思
想
の
一
般
的
発
展
を
素
描
す
る

な
ら
ば
、
彼
の
研
究
に
お
け
る
重
心
の
移
動
に
し
た
が
っ
て
二
つ
の
段

階
に
区
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
へ
1

ゲ
ル
は
ま
ず
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
に
関
す
る
諾

断
片
に
お
い
て
、
宗
教
の
諸
形
態
を
規
定
し
つ
つ
、
新
し
い
「
民
族
宗

教
」
を
構
想
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
「
民
族
宗
教
」
の
構
想
に
あ

た
っ
て
彼
は
、
お
そ
ら
く
ル
ソ
l

の
『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
「
市

民
宗
杭
」
か
ら
着
想
を
得
て
お
り
、
歴
史
的
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ

リ
ス
宗
教
に
そ
の
範
を
と
っ
て
い
る
。

(
2
)そ
れ
か
ら
カ
ン
ト
の
影
響
1
|
そ
れ
は
と
り
わ
け
『
イ
エ
ス
の

生
涯
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
ー
ー
が
次
第
に
強
ま
っ
て

い
く
な
か
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
」
の
批
判
と
実
定
性
の
成
立
に
関

す
る
歴
史
的
研
究
が
、
彼
の
研
究
の
中
心
を
な
し
て
い
く
。
そ
の
際
彼

が
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
根
本
思
想
と
、
宗
教
諭
に
お
け
る
理
性
宗

教
な
い
し
道
徳
宗
教
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
継
承
し
て
い
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
へ
l

ゲ
ル
が
|
|
本
稿
の
最
後
で
見
る
よ
う
に
|
|
ベ
ル
ン
期
の

最
後
に
な
っ
て
ポ
リ
ス
宗
教
の
理
想
へ
と
立
ち
返
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

• 
青
年
へ
!
ゲ
ル
に
と
っ
て
新
し
い
宗
教
は
、
民
族
(
民
衆
)
の
心
胸

と
想
像
力
に
生
き
生
き
b
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
(
民
衆
) を

倫
理
的
に
教
育
し
、
導
く
よ
う
な
公
的
な
「
民
族
宗
教
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
悟
性
と
記
憶
に
よ
っ
て
体
系
化

さ
れ
、
死
心
、
b
p
宇
に
よ
っ
て
書
物
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
な
客
観
的
宗

教
に
対
立
す
る
よ
う
な
主
観
的
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
を
高
貴
に
す

る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
同
時
に
道
徳
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
へ
l

ゲ
ル
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
真
の
宗
教
、
そ
し
て
ま
た
我
々

の
宗
教
の
目
的
と
本
質
は
、
人
間
の
道
徳
性
で
あ
る
」
(
者Y
H
g
/

一

四
一
頁
)
と
い
う
見
解
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
l

ゲ
ル
は
こ
こ
で
道
徳
性
と
い
う
一
言
葉
で
、
と
り

わ
け
実
践
理
性
に
基
づ
い
た
カ
ン
ト
的
道
徳
を
考
え
て
い
る
。

さ
て
へ
1

ゲ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
道
徳
的
で

あ
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
「
道
徳
的
」
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
実
定
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

青
年
へ
!
ゲ
ル
は
、
何
ら
か
の
権
威
|
|
そ
れ
が
イ
エ
ス
の
救
世
主
と

し
て
の
権
威
で
あ
れ
、
教
会
の
権
威
で
あ
れ
ー
ー
に
基
づ
く
信
仰
を
、

カ
ン
ト
の
啓
蒙
的
精
神
で
も
っ
て
「
実
定
的

(
3
5
ご
信
仰
と
名
づ

け
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
の
実
定
性
と
は
、
骨
骨
一
昨
日
世
骨
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
へ
l

ゲ
ル
は
、
道
徳
的
他
律
に
、
道
徳
的
自
由
(
自
律
)
の
二

つ
の
形
態
、
つ
ま
り
彼
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
イ
エ
ス
に
体
現
さ
れ
て
い
る

と
み
る
カ
ン
ト
的
な
主
観
除
自
律
と
古
代
民
主
制
の
共
同
的
自
律
を
対

置
さ
せ
る
。
他
方
ま
た
こ
の
自
由
の
二
つ
の
形
態
は
、
彼
の
二
つ
の
宗

教
コ
ン
セ
プ
ト
l
l
t

カ
ン
ト
的
道
徳
宗
教
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
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宗
教
l
l

に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
際
彼
は
|
|
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
て
く
る
問
題
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
|
|
、
キ
リ
ス
ト
教
の

実
定
性
に
対
す
る
批
判
に
気
を
と
ら
れ
て
、
自
分
自
身
の
企
て
が
内
包

す
る
矛
盾
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
と
い

う
の
も
、
実
定
的
な
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
置
さ
れ
た
二
つ

の
立
場
が
、
ど
の
程
度
ま
で
理
論
的
に
接
合
さ
れ
う
る
の
か
、
具
体
的

に
言
え
ば
、
理
性
宗
教
な
い
し
道
徳
宗
教
と
い
う
カ
ン
ト
の
啓
蒙
主
義

的
宗
教
観
が
、
神
話
と
慣
習
に
基
づ
い
た
ポ
リ
ス
宗
教
と
、
そ
し
て
カ

ン
ト
の
道
徳
的
主
観
主
義
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
に
お
け
る
人

倫
的
共
同
主
義
と
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
自
ず

と
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ボ
ン
デ
リ

(
H
3
2
3
3
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
近
年
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
ベ
ル
ン
期
へ
l

ゲ
ル
の
思
想
的
発
展
を
追
究
す
る
。
そ
の
際
考
察
の

主
眼
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
信
奉
者
と
し
て
出
発
し
た
若
き
へ
l

ゲ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
「
民
族
宗
教
」
構
想
を
通
じ
て
、
次
第

に
自
ら
の
カ
ン
ト
主
義
の
限
界
に
気
づ
い
て
い
く
過
程
に
置
か
れ
る
。

ベ
ル
ン
期
へ
l

ゲ
ル
の
カ
ン
ト
主
義

• 
つ十
の八
革世
命紀
|末
|ド
現イ
実ツ
にの
お也、

2 費
革に
命決
と穿

草 Z
民事
け古
る?

?i 
Z 高
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わ
ち
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
カ
ン
ト
哲
学
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
政
治
的
・
社
会
的
に
遅
れ
た
母
国
の
変
革
を
期

待
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
同
時
代
知
識
人
と
同
様
、
へl
ゲ
ル
に
よ
っ
て
も

感
激
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
彼
ら
が
期
待
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け

る
革
命
は
、
ま
ず
思
考
の
世
界
に
お
い
て
勃
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

若
き
へ
l

ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
革
命
性
を
、
認
識
論
に
「
コ
ベ
ル
ニ

ク
ス
的
転
換
」
を
も
た
ら
し
た
理
論
哲
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の

理
性
と
自
由
を
正
当
に
評
価
し
た
実
践
哲
学
の
な
か
に
見
出
し
お
。
彼

に
と
っ
て
カ
ン
ト
哲
学
は
、
と
り
わ
け
そ
の
実
践
哲
学
に
お
い
て
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
思
想
的
対
応
物
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
と

と
も
に
始
ま
っ
た
新
し
い
時
代
の
紛
れ
も
な
い
し
る
し
と
み
な
し
た

(
4包
-
F
-
Y
N食
・
)
。
し
た
が
っ
て
へ
l

ゲ
ル
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
革
命

の
期
待
を
人
間
の
理
性
と
自
由
の
代
弁
者
で
あ
る
カ
ン
ト
哲
学
に
結
び

つ
け
た
の
で
あ
る
。
一
七
九
五
年
の
シ
エ
リ
ン
グ
宛
手
紙
で
書
い
て
い

る
よ
う
に
、
「
カ
ン
ト
の
体
系
と
そ
の
最
高
の
完
成
に
僕
は
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
革
命
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
革
命
の
出
発
点
と
な
る
諸
原
理

は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
で
、
一
般
的
に
加
工
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

の
知
の
す
べ
て
に
応
用
さ
れ
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
。
」
(
回
H
・
H
-邑
ご

し
た
が
っ
て
ベ
ル
ン
期
の
へ
i

ゲ
ル
は
、
自
ら
の
宗
教
批
判
を
、
ヵ

ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
と
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
で
の
宗
教
』

の
な
か
で
立
て
た
道
徳
哲
学
と
宗
教
哲
学
の
諸
原
理
を
「
加
工
し
、
応

用
す
る
」
試
み
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
試
み
は
へ
!
ゲ
ル
に
と
っ
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て
、
カ
ン
ト
の
体
系
の
完
成
に
貢
献
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
期

待
さ
れ
る
「
革
命
」
|
|
そ
れ
を
通
じ
て
理
性
と
道
徳
の
国
が
建
設
さ

れ
る
よ
う
な
革
命
|
|
に
自
ら
参
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
理
性
と
道
徳
の
国
と
し
て
の
倫
理
的
共
同
体
を
、
カ
ン
ト
が

「
地
上
に
お
け
る
神
の
国
」
あ
る
い
は
「
見
え
ざ
る
教
会
」
と
名
づ
け
た

(
4包
・
〉
〉
∞
・
8
R
/

一
一
一
三
頁
以
下
)
こ
と
か
ら
、
当
時
彼
と
志
を
共
に

す
る
友
人
た
ち
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
「
理
性
と
自
由
」
「
見
え
ざ
る
教
会
」

「
神
の
国
」
(
〈
伺
「
尽
-
y
m
Y
H
Sで
あ
っ
た
。

フ
イ
ヒ
テ
の
知
識
学
と
出
会
っ
た
後
、
急
速
に
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら

距
離
を
取
り
は
じ
め
た
シ
ェ
リ
ン
グ
と
異
な
り
、
へ
l

ゲ
ル
は
ベ
ル
ン

時
代
、
確
信
的
な
カ
ン
ト
主
義
者
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
は
さ
し
あ
た
り

無
批
判
に
カ
ン
ト
の
基
本
思
想
を
継
承
す
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
意
志

の
自
律
と
い
う
自
由
観
、
道
徳
的
行
為
の
動
機
と
し
て
の
尊
敬
論
、
そ

し
て
要
請
論
(
宮
田
Z
E
E
-
巾
}
時
四
)
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
エ
ス
の

教
え
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
お

よ
び
宗
教
諭
か
ら
出
発
し
た
へ
1

ゲ
ル
が
、
ど
の
よ
う
に
宗
教
批
判
を

展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

• 
-
宗
教
の
本
質
と
し
て
の
道
徳
的
心
術

若
き
へ
l

ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳
的
主
体
の
歴
史
的
範
例
を
、

と
り
わ
け
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
宗
教
創
始
者
イ
エ
ス
の
な
か
に
見
出

し
、
こ
の
二
人
を
「
徳
の
教
師
」
と
呼
ん
で
互
い
に
比
較
し
て
い
る
。

確
か
に
こ
の
二
人
の
生
涯
を
比
べ
て
み
る
と
、
彼
ら
が
似
た
よ
う
な
運

命
、
つ
ま
り
道
徳
の
た
め
の
犠
牲
死
を
引
き
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
で
、
ポ
リ
ス
の
た

め
に
生
き
、
「
青
年
達
を
堕
落
さ
せ
る
」
教
育
活
動
ゆ
え
に
ポ
リ
ス
に

よ
っ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
時
、
自
ら
の
信
念
に
し
た
が
っ
て
死
を
選

ん
だ
。
他
方
イ
エ
ス
も
新
し
い
宗
教
を
創
始
し
た
が
、
そ
の
教
え
は
、

彼
自
身
の
出
自
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
的
精
神
に
反
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼

も
ま
た
悲
劇
的
な
運
命
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
が
へ
l

ゲ
ル
は
、
こ
の
二
人
の
人
物
を
比
較
し
な
が
ら
、
古
代
イ

ス
ラ
エ
ル
の
精
神
的
・
宗
教
的
状
況
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
民
主
的
な
ポ

リ
ス
的
人
倫
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
な
ぜ
イ
エ
ス
の
教
え
が
純
粋
な
道

徳
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
な
る
「
実
定
的
な
」
教
え
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
、
広
ま
っ
た
の
か
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
へl
ゲ
ル

は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
同
胞
達
の
う
ち
に
徳
の
教
師
と
弟
子
達
と
の

理
想
的
な
関
係
を
見
て
い
る
の
に
対
し
て
、
使
徒
達
の
狭
陸
な
ユ
ダ
ヤ

的
思
考
様
式
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
教
え
が
再
三
再
四
誤
解
さ
れ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
際
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
へl
ゲ
ル
が
、
ポ

リ
ス
的
人
倫
を
調
和
的
・
統
一
的
共
同
体
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
で
、

彼
が
の
ち
に
『
哲
学
史
講
義
』
で
強
調
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
悲
劇
的
な

運
命
|
|
自
分
自
身
の
信
念
と
ポ
リ
ス
の
習
俗
と
の
聞
の
解
決
し
が
た

い
対
立
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
ー
ー
を
後
景
へ
と
押

し
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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さ
て
へ
l

ゲ
ル
は
、
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
と
『
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定

性
』
で
、
カ
ン
ト
の
宗
教
論
に
お
け
る
叙
述
に
し
た
が
い
な
が
目
、
道

徳
性
を
宗
教
の
本
質
と
教
え
る
徳
の
教
師
と
し
て
イ
エ
ス
を
描
き
出
す
。

イ
エ
ス
の
教
え
は
、
道
徳
法
則
の
み
に
価
値
を
置
き
、
道
徳
法
則
を
道

徳
的
心
術
か
ら
遵
守
す
る
こ
と
が
、
神
の
意
に
適
う
主
た
る
条
件
と
み

な
し
て
い
た
(
〈
包
-
z
・
ミ
/
二
七
八
頁
、
当

y
g
叶
L
巳
/
一
四
一
二
、
一

四
九
頁
)
。
だ
が
へ
l

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
が
道
徳
性
を
教
え
よ
う

と
し
た
当
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
「
合
法
性
が
す
で
に
道
徳
で
あ
る
」
と
い
う

錯
覚
、
つ
ま
り
道
徳
性
と
合
法
性
と
の
混
同
に
囚
わ
れ
て
い
た
。
彼
ら

が
宗
教
的
旋
を
遵
守
し
た
の
は
、
道
徳
性
か
ら
で
は
な
く
、
提
が
神
か

ら
与
え
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
「
実
定
的
」
な
提
で
あ
り
、
そ
れ
が
同

時
に
国
法
で
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
は
宗
教
の
本
質
を
な

す
道
徳
的
心
術
が
全
く
欠
け
て
い
た
た
め
、
彼
ら
の
宗
教
的
行
為
に
は

道
徳
的
な
意
味
で
は
な
く
、
宗
教
的
行
為
が
律
法
通
り
に
な
さ
れ
た
と

い
う
世
俗
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
合
法
性
し
か
帰
さ
れ
な
か
っ
た
。
ユ

ダ
ヤ
人
の
も
と
で
宗
教
的
提
の
遵
守
が
、
合
法
性
に
関
す
る
事
柄
に
毘

め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
そ
の
信
仰
心
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の
市
民
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
神
の
国
の
市

民
で
あ
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
な
者
だ
け
で
あ
っ
た
。
」
(
巧
ゲ
ロ
坦
/
一
七

• 六
頁
)へ

l

ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
の
宗
教
諭
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
信

仰
に
つ
い
て
の
見
解
|
|
錠
が
「
そ
の
遵
守
に
お
け
る
道
徳
的
心
術
へ
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の
要
求
(
後
に
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
こ
に
力
点
を
置
い
た
の
だ
が
)
と
と
も
に

与
え
ら
れ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
全
く
外
面
的
な
遵
守
の
み
が
目
指
さ

れ
た
」
が
ゆ
え
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
宗
教
と
い
う
よ
り
、
世
俗
国
家
と
見

な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
守
色
・
〉
〉
昂w尽
臼
・
/
一
七
五
六
頁
)

ー
ー
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
提
、
純
粋

に
道
徳
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
十
戒
で
さ
え
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
も
と
で

は
外
的
な
強
制
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
国
法
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
彼
ら
に
と
っ
て
律
法
の
遵
守
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
行
為
の
合
法
性
(
法
に
適
っ
て
い
る
こ
と
て
つ
ま
り
律
法
を

そ
の
字
句
に
し
た
が
っ
て
履
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
イ
エ
ス
が
彼
ら
に
ま
ず
も
っ
て
は
っ
き
り
と
理
解
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
行
為
の
道
徳
性
、
つ
ま
り
律
法
を
「
そ

の
精
神
に
し
た
が
っ
て
履
行
す
る
こ
と
」
(
巧Y
さ
/
八
一
頁
)
で
あ
っ

た
。
へ
l

ゲ
ル
の
描
写
に
し
た
が
う
と
、
イ
エ
ス
は
カ
ン
ト
に
よ
る
合

法
性
と
道
徳
性
と
の
区
別

(
4
a
-
Eミ
ロ
/
一
五
二
三
頁
)
に
依
拠

し
な
が
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
旋
の
外
面
的
な
遵
守
と
道
徳
的
心
術
に
よ
る

旋
の
履
行
と
の
聞
の
違
い
へ
目
を
向
け
る
よ
う
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
イ
エ
ス
の
目
的
は
、
道
徳
性
を
理
解
す
る
心
を
再
び
呼
び
覚
ま
す

こ
と
、
心
術
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
:
:
:
。
特
に
彼
は
、
た

だ
単
に
市
民
法
な
ら
び
に
市
民
法
に
な
っ
た
宗
教
的
提
が
要
求
す
る

も
の
と
道
徳
性
が
要
求
す
る
も
の
(
と
り
わ
け
山
上
の
垂
訓
に
お
い
て
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|
|
律
法
の
成
就
|
|
道
徳
的
心
術
)
と
の
聞
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
、
つ

ま
り
宗
教
的
な
提
を
遵
守
す
る
こ
と
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
徳
の

本
質
を
な
さ
な
い
こ
と
を
彼
ら
に
示
し
た
。
イ
エ
ス
は
、
義
務
に
対

す
る
尊
敬
か
ら
行
為
す
る
精
神
、
つ
ま
り
そ
れ
が
義
務
で
あ
る
か
ら
、

そ
し
て
ま
た
神
の
提
で
も
あ
る
か
ら
行
う
と
い
う
精
神
を
、
す
な
わ

ち
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
け
る
宗
教
を
、
彼
ら
に
教
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
」
(
者
ゲ
ロ
律
/
一
七
六
頁
)

性
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
彼
の
民
族
の
宗
教
性
と
相
容
れ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
地
上
に
お
い
て
「
神
の
国
」
、
つ
ま
り
「
道
徳
性
の
国
」

を
建
設
し
よ
う
と
い
う
彼
の
目
的
は
、
現
存
す
る
ユ
ダ
ヤ
入
国
家
と
矛

盾
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
イ
エ
ス
の
企
て
は
、
世
俗
国
家

の
力
の
前
に
挫
折
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
彼
は
、
道
徳
法
則
(
道
徳
性
)
と

国
法
(
合
法
性
)
と
い
う
こ
つ
の
規
範
の
衝
突
の
犠
牲
と
な
っ
た
。

2

道
徳
性
と
合
法
性
と
の
対
立

へ
l

ゲ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
合
法
性
思
考
に
道
徳
性
を
導
入
し
よ
う

と
い
う
イ
エ
ス
の
試
み
が
挫
折
し
た
原
因
を
、
道
徳
性
と
合
法
性
と
い

う
こ
つ
の
原
理
が
両
立
し
え
な
い
点
に
見
出
す
。
「
倫
理
的
共
同
体
」
で

あ
る
「
地
上
に
お
け
る
神
の
国
」
が
、
国
家
に
よ
る
強
制
法
で
実
現
さ

れ
え
な
い
の
と
同
様
、
国
家
も
道
徳
的
錠
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な

い
と
い
う
カ
ン
ト
の
見
解

S
E
る
R
/

二
一
一
六
i

七
頁
)
に
依
拠
し
な

が
ら
、
へ
l

ゲ
ル
は
言
う
。
「
も
し
国
家
が
、
市
民
は
道
徳
的
で
あ
る
べ

き
だ
と
い
う
法
律
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
法
律
は
国
家
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
し
、
矛
盾
し
、
馬
鹿
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
(
者

Y
民
寸

/
一
七
四
頁
)
へl
ゲ
ル
は
、
道
徳
性
が
合
法
性
の
領
域
に
お
い
て
自
ら

の
原
理
を
押
し
通
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
と

は
っ
き
り
強
調
す
る
。
「
イ
エ
ス
の
教
え
と
原
則
が
本
来
、
も
っ
ぱ
ら
個

別
的
な
人
間
の
陶
冶
に
適
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
に
向
け
ら
れ
て
い
た
」

(
者Y
S
/
七
O
頁
)
か
ぎ
り
、
私
有
財
産
の
放
棄
や
財
産
共
同
体
の
よ

2003 

• 
カ
ン
ト
主
義
者
と
し
て
描
か
れ
た
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
、
律
法
を
た

だ
単
に
適
法
的
に
、
す
な
わ
ち
義
務
に
適
う
よ
う
に
遵
守
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
道
徳
的
に
、
す
な
わ
ち
義
務
か
ら
、
義
務
に
対
す
る
尊
敬
か
ら
遵

守
す
る
こ
と
を
求
め
目
。
と
い
う
の
も
道
徳
法
則
は
、
行
為
主
体
が
法
則

に
対
す
る
尊
敬
か
ら
自
発
的
に
こ
れ
に
服
し
、
こ
の
尊
敬
を
行
為
の
動
機

と
す
る
こ
と
で
、
主
体
の
格
率
が
客
観
的
な
道
徳
法
則
と
一
致
し
た
と
き

に
は
じ
め
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
l

ゲ
ル

の
解
釈
に
よ
る
と
、
イ
エ
ス
は
山
上
の
垂
訓
に
よ
っ
て
民
衆
を
合
法
性
の

国
か
ら
道
徳
性
の
国
へ
と
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
イ
エ
ス
は
、
「
彼
の
国
民
の
宗
教
心
に
道
徳
性
を
も
た

ら
そ
う
と
す
る
彼
の
企
て
が
、
完
全
に
挫
折
し
た
」
(
d
F
E叶
/
一
四
三

頁
)
の
を
目
の
当
た
り
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
自
身
も
、

「
祭
司
遠
の
憎
悪
と
彼
の
民
族
の
傷
つ
け
ら
れ
た
国
民
的
虚
栄
心
の
犠
牲
」

(
巧F
H
S
/
一
四
四
頁
)
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
道
徳
論
は
、
合
法
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う
な
道
徳
的
提
は
、
小
さ
な
宗
教
的
宗
派
に
の
み
適
用
可
能
で
あ
り
、

国
家
に
は
転
用
さ
れ
え
な
い
と
へ
i

ゲ
ル
は
考
え
る
。

〈公募論文〉ベルン期へーゲルのキリスト教批判と「民族宗教」構想一一一佐山圭司

「
キ
リ
ス
ト
の
数
多
く
の
提
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
立
法
の
第
一

の
基
盤
、
つ
ま
り
所
有
権
、
自
力
防
衛
と
い
っ
た
原
則
に
反
し
て
い

る
。
今
日
キ
リ
ス
ト
の
旋
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
国
家
l
l

錠
の

精
神
は
命
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
こ
と
は
も
っ
ぱ
ら
外
面
的
な

提
で
の
み
可
能
で
あ
る
|
|
は
、
す
ぐ
自
ら
解
体
す
る
で
あ
ろ
う
。
上

着
を
盗
ま
れ
た
が
、
チ
ョ
ッ
キ
と
ズ
ボ
ン
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
男

が
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
諦
め
な
か
っ
た
と
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
師
に
非

難
さ
れ
た
話
な
ど
、
聞
い
た
た
め
し
が
な
い
。
」
(
者
Y
S
/
六
九
真
)

市
民
法
の
課
題
は
、
「
諸
人
格
と
各
々
の
市
民
の
財
産
の
安
全
保
障
」

に
存
す
る
の
で
、
合
法
性
の
領
域
と
し
て
の
国
家
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ

ら
法
律
の
外
面
的
な
遵
守
、
つ
ま
り
そ
の
字
句
に
し
た
が
っ
た
遵
守
だ
け

が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
市
民
的
立
法
が
、
合
法
性
の
み
を
直
接
的
な
目

的
に
す
る
か
ぎ
り
、
宗
教
は
民
衆
を
道
徳
的
に
育
成
す
る
役
割
を
引
き
受

け
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
へ
!
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
(
主
主
量
・
/
一
八
二

|
一
二
頁
)
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
そ
の
脱
道
徳
化
と
世
俗
化

の
歴
史
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
『
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定

性
』
に
関
す
る
諸
断
片
の
な
か
で
へ
l

ゲ
ル
は
、
も
と
も
と
道
徳
論
で

あ
っ
た
イ
エ
ス
の
教
え
が
、
弟
子
達
に
よ
る
受
容
と
教
会
の
創
立
・
拡
大
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に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
実
定
的
な
信
仰
」
へ
と
変
貌
し
て
い
っ

た
の
か
を
追
究
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
弟
子
達
は
、
彼
の
徳
よ
り
も
、
救

世
主
あ
る
い
は
奇
跡
を
行
う
人
と
し
て
の
権
威
を
重
ん
じ
、
彼
の
教
え
の

精
神
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
字
句
に
従
お
う
と
努
め
た
。
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
は
、
世
俗
的
諸
権
利
を
め
ぐ
る
「
市
民
的
国
家
」
と
の
争
い
を
通

じ
て
、
そ
れ
自
身
「
国
家
の
中
の
国
家
」
(
者
Y
E
∞
/
一
八
六
頁
)
と
も

い
う
べ
き
「
宗
教
的
国
家
」
な
い
し
「
教
会
国
家
」
と
な
っ
た
。
教
会
の

権
威
に
基
づ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
を
激
し
く
批
判
し
、
根
源
的
な
信
仰
に
立
ち

帰
ろ
う
と
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
争
い
に
か

ま
け
て
い
る
う
ち
に
同
じ
道
を
歩
ん
で
し
ま
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
イ

エ
ス
の
純
粋
な
道
徳
論
が
そ
の
本
質
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
制
度
化
を
通
じ
て
合
法
性
の
領
域
へ
と
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
と
拡
大
の
最
終
的
な
結
果
は
、
へ
!
ゲ
ル
に
と
っ

て
、
出
発
点
へ
の
回
帰
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
的
徳
の
教
師
イ
エ
ス
が
、
道
徳

的
心
術
の
教
え
で
も
っ
て
捨
て
身
で
立
ち
向
か
っ
た
道
徳
的
他
律
の
状
態

へ
の
逆
戻
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ

人
が
そ
う
で
あ
っ
た
状
態
へ
と
再
び
舞
い
戻
っ
て
き
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗

教
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
律
法
へ
の
隷
属
|
|
キ
リ
ス
ト

教
徒
が
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
あ
れ
ほ
ど
め
で
た
い
と
思
っ
て
い

る
の
に
ー
ー
が
、
再
び
キ
リ
ス
ト
教
会
の
な
か
に
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。
」

(
4戸
同
窓
/
二
一
二
頁
)

カ
ン
ト
主
義
者
へ
l

ゲ
ル
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
誤
っ
た
発
展
の
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原
因
は
、
人
間
の
精
神
が
も
っ
諸
能
力
を
教
会
が
誤
認
し
、
互
い
に
取

り
違
え
た
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
。
誤
ち
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、
と
り

わ
け
理
骨
片
」
骨
骨
と
の
勘
臥
円
で
あ
る
。
こ
の
混
同
に
よ
っ
て
、
主
観
的

能
力
と
し
て
の
理
性
に
由
来
す
る
道
徳
的
提
が
、
客
観
的
に
与
え
ら
れ

た
も
の
、
つ
ま
り
実
定
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
提
は
教
会
に
よ
っ

て
「
悟
性
の
諸
規
則
」
と
し
て
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
間
の

道
徳
的
自
律
と
理
性
の
自
己
立
法
に
つ
い
て
の
イ
エ
ス
の
教
え
か
ら
教

会
が
最
終
的
に
作
り
上
げ
た
も
の
は
、
「
人
間
蔑
視
の
体
系
」
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
も
し
人
聞
が
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
、
つ
ま
り
疎

遠
な
規
則
や
秩
序
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
自

己
自
身
に
対
し
て
立
法
者
で
あ
る
と
い
う
人
間
的
理
性
の
権
利
と
相
反

す
る
か
ら
で
あ
る
。

• 
「
教
会
の
体
系
全
体
の
根
底
に
あ
る
根
本
的
誤
り
は
、
人
間
の
精
神

の
各
々
の
能
力
、
と
り
わ
け
そ
の
第
一
の
能
力
で
あ
る
理
性
の
権
利

の
誤
認
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
が
教
会
の
体
系
に
よ
っ
て
誤
っ
て
理

解
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
教
会
の
体
系
は
人
間
蔑
視
の
体
系
以
外
で
は

あ
り
え
な
い
。
カ
ン
ト
は
学
問
の
た
め
に
人
間
の
精
神
が
も
っ
諸
カ

の
領
域
を
有
益
に
区
分
し
た
が
、
こ
の
区
分
は
教
会
の
立
法
に
よ
っ

て
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
精
神
が
、
活
動
的
な
生

活
に
お
い
て
、
立
法
に
お
い
て
こ
の
区
別
を
認
識
し
、
こ
う
し
た
区

別
を
す
る
こ
と
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
に
は
、
な
お
何
世
紀
か
が
費
や

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
人
達
は
そ
の
正
し
い
感
覚
に
よ
っ
て

自
ず
か
ら
諸
力
を
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

(
巧y
g
n
/

二
二
五
頁
)

教
会
の
人
間
蔑
視
の
体
系
を
廃
棄
し
、
宗
教
を
理
性
宗
教
な
い
し
道

徳
宗
教
と
し
て
再
生
す
る
た
め
の
課
題
は
、
道
徳
的
主
体
の
自
律
を
再

認
識
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
主
体
の
格
率
を
道
徳
法
則
と
一
致
さ
せ
、

も
っ
ぱ
ら
義
務
に
対
す
る
尊
敬
か
ら
行
為
す
る
こ
と
に
存
す
る
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
イ
エ
ス
が
彼
の
民
族
に
与
え
た
課
題
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
の
企
て
が
失
敗
し
、
道
徳
的
心
術
に
つ
い
て
の
彼

の
教
え
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
を
通
じ
て
、
そ
の
反
対
物
、
つ
ま
り

客
観
的
規
則
の
体
系
へ
と
転
化
し
た
後
で
へl
ゲ
ル
に
で
き
る
こ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
が
遠
い
将
来
に
お
い
て
十
分
に
成
熟
し
、
自
分
自

身
の
も
つ
能
力
の
権
利
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
を
願
う
こ
と
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
こ
う
し
た
希
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
次

の
間
い
に
対
し
て
回
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で

混
同
さ
れ
て
き
た
理
性
と
悟
性
と
が
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
す
る
べ
き
一
一
つ
の

異
な
っ
た
領
域
の
正
し
い
関
係
、
す
な
わ
ち
主
観
的
・
道
徳
的
領
域
と

客
観
的
・
世
俗
的
領
域
と
の
正
し
い
関
係
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
へ
l

ゲ
ル
は
こ
の
間
い
に
直
接
答
え
る
代

わ
り
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
ポ
リ
ス
的
人
倫
に
お
い
て
は
、
こ
の
二

つ
の
領
域
が
相
互
に
理
想
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
彼
ら
の

2003 社会思想史研究助.27
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も
と
で
宗
教
と
政
治
は
、
ま
だ
道
徳
性
と
合
法
性
と
い
う
一
一
つ
の
領
域

に
分
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
伝
承
さ
れ
た
神
話
と
習
俗
と
に
よ
っ
て
ひ
と

つ
に
統
合
さ
れ
て
い
た
。
へ
l

ゲ
ル
は
ポ
リ
ス
の
宗
教
を
「
想
像
力
宗

教
」
と
も
名
づ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
感
覚
的
に
経
験
可
能
な
世

界
(
悟
性
の
領
域
)
と
超
感
覚
的
・
道
徳
的
世
界
(
理
性
の
領
域
)
と
を

巧
み
に
媒
介
す
る
宗
教
的
想
像
力
に
よ
っ
て
民
族
の
生
活
全
体
に
作
用

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二
民
族
宗
教
の
理
想
と
し
て
の
ポ
リ
ス
的
人
倫

• 
へ
l

ゲ
ル
は
、
テ
ュ
l

ビ
ン
ゲ
ン
期
の
断
片
(
巧
「
中
主
/
七
|
五
O

頁
)
に
お
い
て
す
で
に
ポ
リ
ス
の
宗
教
を
民
族
宗
教
の
歴
史
的
範
例
と

み
な
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
そ
こ
で
神
々
へ
の
信
仰
は
、
世
俗
的
生

活
か
ら
分
離
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
「
無
数
の
糸
で
も
っ
て
人
間
生

活
の
網
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
」
(
者
Y
N
S
/
二
三
九
頁
)
お
り
、
そ

の
結
果
宗
教
は
民
族
を
倫
理
的
に
教
育
し
、
導
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
あ
る
。
へ
l

ゲ
ル
の
見
解
に
よ
る
と
、
あ
る
民
族
の
宗
教
は
そ
の
精

神
、
歴
史
お
よ
び
政
治
体
制
と
編
み
合
わ
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
帯
を
な
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
あ
る
民
族
の
政
治
的
自
由
の
大

き
さ
は
、
そ
の
宗
教
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ

な
ら
「
気
高
い
心
術
を
生
み
育
て
る
民
族
宗
教
は
、
自
由
と
手
に
手
を

取
っ
て
進
む
か
ら
で
あ
る
。
」
(
巧
ゲ
企
/
四
六
頁
)
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こ
う
し
た
観
点
か
ら
へ
l

ゲ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
民
族
宗
教
の
モ

デ
ル
で
あ
る
古
代
の
ポ
リ
ス
宗
教
と
比
較
す
る
こ
と
で
批
判
的
に
考
察

し
よ
う
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
古
代
ロ

l

マ
の
宗
教

は
、
政
治
的
自
由
を
享
受
し
た
「
自
由
な
民
族
の
た
め
の
宗
教
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
自
ら
与
え
た
法
律
に
の
み
服
従
し
た
。
そ
れ
に

対
し
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ま
さ
に
他
国
の
支
配
下
で
長
い
間
自
由
と
独
立

を
失
っ
て
い
た
民
族
に
お
い
て
生
じ
、
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

-
政
治
的
自
由
の
実
現
態
と
し
て
の
古
代
民
主
制

へ
l

ゲ
ル
自
身
に
よ
っ
て
「
ギ
リ
シ
ャ
の
想
像
力
宗
教
と
実
定
的
宗

教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
違
」
と
い
う
表
題
を
つ
け
ら
れ
た
断

片
に
お
い
て
、
彼
は
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
宗
教
を
歴
史
哲
学
的
に
考

察
す
る
。
ま
ず
始
め
に
彼
は
、
古
代
の
ポ
リ
ス
的
人
倫
を
、
市
民
達
の

政
治
的
自
由
が
完
全
に
実
現
し
た
場
と
し
て
理
想
的
に
描
き
出
す
。

「
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
l

マ
の
宗
教
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
な
民
族
の
た
め

の
宗
教
で
あ
っ
た
。
自
由
の
喪
失
と
と
も
に
こ
の
宗
教
の
意
味
、
そ

の
力
、
そ
れ
が
人
聞
に
た
い
し
て
も
つ
ふ
さ
わ
し
さ
も
ま
た
失
わ
れ

ざ
る
を
え
な
い
。
:
:
:
彼
ら
は
自
由
な
人
聞
と
し
て
、
自
分
達
が
与

え
た
法
律
に
従
い
、
自
分
達
が
指
導
者
に
任
命
し
た
人
間
に
従
い
、

自
分
達
が
決
断
し
た
戦
争
を
行
な
い
、
自
分
達
の
所
有
物
や
情
熱
を

捧
げ
、
彼
ら
自
身
の
物
事
の
た
め
に
無
数
の
生
命
を
犠
牲
に
し
た
。



1ω 

彼
ら
は
、
教
え
た
り
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
完
全
に

自
分
自
身
の
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
行
為
に
よ
っ
て
徳
の
格
率

を
実
践
し
た
。
公
的
生
活
に
お
い
て
も
、
私
的
な
ら
び
に
家
族
的
生

活
に
お
い
て
も
各
人
は
自
由
人
で
あ
り
、
自
分
の
法
律
に
し
た
が
っ

て
生
き
た
。
自
分
の
祖
国
、
自
分
の
国
家
と
い
う
理
念
は
、
各
人
が

そ
の
た
め
に
働
き
、
各
人
を
駆
り
立
て
た
不
可
視
的
な
、
高
次
の
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
世
界
の
究
極
目
的
、
あ
る
い
は

彼
の
世
界
の
究
極
目
的
で
あ
っ
た
。
各
人
は
こ
の
究
極
目
的
が
現
実

に
お
い
て
具
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
し
、
そ
れ
を
具
現
し
、
維
持

す
る
の
に
自
ら
力
を
貸
し
た
の
で
あ
る

。

こ
の
理
念
の
前
で
は
、
彼

の
個
体
性
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

」

(
者ゲ
忠
良
/
二
四

一i

二
頁
)

率
が
、
「
祖
国
と
い
う
理
念
」
ー
ー
そ
の
前
で
彼
の
個
体
性
が
「
消
滅
す

る
」
よ
う
な
理
念
ー
ー
と
一
体
ど
の
よ
う
に
調
和
し
う
る
の
か
と
い
う

疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

両
者
の
調
和
は
、
個
体
的
自
由
(
個
人
)
が
|
|
近
代
自
然
法
論
に

お
け
る
よ
う
に
|
|
共
同
的
自
由
(
国
家
)
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
実
現
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
両
者
が
同
一
的
と
み
な
さ
れ
る
場
合

に
の
み
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
へ

l

ゲ
ル
は
、
我
H

我
々
と
い
う
人
倫

的
同
一
性
の
思
想
と
、
全
体
か
ら
分
割
不
可
能
な
部
分
と
し
て
の
個
と

い
う
生
命
有
機
体
説
に
し
た
が
っ
て
、
ポ
リ
ス
を
把
握
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
っ
と
、
確
か
に
ポ
リ
ス
は
各
々
の

市
民
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
由
の
実
現
態
、
つ
ま
り
彼
が
そ
の
た
め
に
働

き
、
そ
の
た
め
に
生
き
る
よ
う
な
究
極
呂
的
(
テ
ロ
ス
)
と
み
な
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
古
典
的
な
有
機
体
思
想
が
、
カ
ン
ト
の
主
観
主
義
と

そ
も
そ
も
両
立
し
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
ま
で
接
合
可
能
で

あ
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
期
の
へ
!
ゲ
ル
は
、
こ
の
二
つ
の

自
由
(
自
律
)
概
念
の
間
に
衝
突
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
ポ
リ
ス
を
理
想
的
な

姿
で
描
写
す
る
際
に
、
こ
の
両
者
の
関
連
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
両
者

を
並
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
次
の
よ
う

に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
へ
l

ゲ
ル
は
二
つ
の
自
由
概
念
を
、

カ
ン
ト
的
立
場
か
ら
両
立
可
能
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

。
と

い
う

2003 

• 
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
叙
述
に
お
い
て
自
由
の
二
つ
の
タ
イ
プ
、

つ
ま
り
一
方
で
市
民
達
が

「
自
由
な
人
間
」
と
し
て
自
分
自
身
に
法
律

を
与
え
、
そ
れ
に
服
す
る
と
い
う
ポ
リ
ス
の
共
同
的
自
律
と
、
他
方
で

各
人
が
「
自
由
人
」
と
し
て
|
|
へ
1

ゲ
ル
が
カ
ン
ト
的
に
定
式
化
し

て
い
る
よ
う
に
1
1
1

自
分
の
「
徳
の
格
率
」
な
い
し
「
法
律
」
に
し
た

が
っ
て
生
き
、
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
個
々
の
市
民
の
主
体

的
な
い
し
個
体
的
自
律
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

自
ら
の
道
徳
的
自
律
ゆ
え
に
自
分
の
属
す
る
ポ
リ
ス
と
衝
突
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
悲
劇
的
な
事
例
を
想
起
し
て
み
る
と
、
個

体
的
自
由
が
ポ
リ
ス
の
共
同
的
自
由
と
、
あ
る
い
は
個
々
の
市
民
の
格

社会思想史研究 NO.27
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の
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
イ
エ
ス
に
体
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
道
徳
的
・
主

体
的
自
由
も
、
古
代
の
ポ
リ
ス
民
主
制
も
同
様
に
、
へ
l

ゲ
ル
に
し
て

み
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
自
由
概
念
の
本
質
を
な
す
自
律
|
l

そ
れ
は
主
体

が
、
自
然
に
拘
束
さ
れ
た
自
ら
の
主
体
性
を
道
徳
(
人
倫
)
の
理
念
の

も
と

へ
と
服
属
さ
せ
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
ー
ー
を
表
現
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
へ
l

ゲ
ル
は
、
ポ
リ
ス
民
主
制
を
カ

ン
ト
の
自
由
概
念
の
実
現
と
み
な
し
て
い
た。

へ
1

ゲ
ル
は
、
彼
の
思

想
の
発
展
と
と
も
に
こ
の
二
つ
の
自
由
概
念
の
聞
に
横
た
わ
る
溝
に
気

づ
い
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
両
者
は
、
そ
の
後
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
立

場
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
至
る
ま
で
彼
の
自
由

概
念
が
も
っ
二
つ
の
基
本
的
な
要
素
で
あ
り
続
け
る
。
そ
し
て
彼
の
法
・

社
会
哲
学
的
思
惟
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
自
由
の
媒
介
を
め
ぐ
っ
て

展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
以
後
繰
り
返
さ
れ
る
両

者
の
媒
介
の
試
み
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
人
倫
論
の
発
展
を
表
現
し
、
そ

の
媒
介
の
あ
り
方
は
、
彼
の
自
由
論
の
独
自
性
を
形
作
る
こ
と
に
な
る

と

き守
え
る
だ
ろ
う
。

• 
2

ポ
リ
ス
民
主
制
の
没
落
と
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立

だ
が
ポ
リ
ス
民
主
制
も
、
ア
テ
ナ
イ
や
ロ
l

マ
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

戦
勝
と
経
済
的
繁
栄
が
権
力
と
富
の
集
中
を
も
た
ら
し
、
や
が
て
没
落

の
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
ポ
リ
ス
的
人
倫
の
生
き
生
き
と
し
た
統

一
が
失
わ
れ
た
後
に
誕
生
し
た
の
は
、
古
代
の
有
機
体
的
国
家
と
は
対

161 

照
的
に
、
諸
個
人
を
歯
車
と
し
て
持
ち
、
彼
ら
を
も
っ
ぱ
ら
功
利
的
原

理
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
つ
け
て
い
る
機
械
制
国
家
で
あ
っ
た
。

「
国
家
が
自
ら
の
活
動
の産
物
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
市
民
の
魂

か
ら
は
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
全
体
を
気
づ
か
い
、
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
の
は
一
人
な
い
し
少
数
者
の
魂
で
あ
っ
た
。
各
人
は
自
分

に
振
り
当
て
ら
れ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
制
限
さ
れ
、
他
者
と
区
別
さ

れ
た
持
ち
場
を
持
っ
て
い
た。

国
家
機
械
の
制
御
は
、
わ
ず
か
な
数

の
市
民
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
市
民
は
単
な
る
個
々
の
歯
車
と

し
て
、
つ
ま
り
他
の
歯
車
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の

価
値
を
得
る
よ
う
な
歯
車
と
し
て
の
み
機
能
し
た
。
バ
ラ
バ
ラ
に
さ

れ
た
全
体
の
う
ち
で
各
人
に
委
ね
ら
れ
た
部
分
は
、
全
体
と
の
関
係

に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
些
細
な
の
で
、
個
人
は
こ
の
関
係
を
知
っ

た
り
、
目
の
当
た
り
に
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。

国
家
が
臣
民
に
定

め
た
大
き
な
目
的
は
、
国
家
に
お
け
る
有
用
性
で
あ
り
、
そ
の
際
市

民
が
自
分
自
身
に
定
め
た
目
的
は
、
営
利
と
生
計
、
そ
し
て
そ
の
上

少
し
ば
か
り
の
虚
栄
心
で
あ
っ
た
。

今
や
あ
ら
ゆ
る
活
動
と
目
的
は
、

個
人
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
ど
ん

な
活
動
も
も
は
や
全
体

や
理
念
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
各
人
は
自
分
の
た
め
に
働
く
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
強
制
さ
れ
て
他
の
個
人
の
た
め
に
働
い
た
。
自
ら
与

え
た
法
律
に
服
し
、
平
時
で
あ
れ
戦
時
で
あ
れ
自
ら
選
ん
だ
上
役
に

従
い
、
自
ら

一
緒
に
決
定
し
た
計
画
を
遂
行
す
る
と
い
う
自
由
は
無
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く
な
っ
た
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
が
無
く
な
っ
た
。
市
民

法
は
、
財
産
の
安
全
に
対
す
る
権
利
を
与
え
、
今
や
財
産
が
市
民
の

世
界
全
体
を
満
た
し
た
。
」
(
者Y
N
g
/
二
四
四
|
五
頁
)

• 
へ
i

ゲ
ル
が
お
そ
ら
く
ギ
ボ
ン
の
有
名
な
『
ロ1
マ
帝
国
衰
亡
史
』

に
お
け
る
描
写
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
書
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
叙
述

に
お
い
て
す
で
に
、
イ
ェ
1

ナ
初
期
の
『
自
然
法
論
文
』
に
お
け
る
歴

史
哲
学
的
な
洞
察
(
〈
包
・
の
当PS
由
民
・
)
が
そ
の
核
心
に
お
い
て
先
取
り

さ
れ
て
い
る
。
へ
l

ゲ
ル
は
こ
こ
で
古
代
民
主
制
の
没
落
を
公
的
|
政

治
峠
生
活
の
終
駕
で
あ
る
と
と
も
に
秒
峠
皆
済
除
、
つ
ま
り
(
ブ
ル

ジ
ヨ
ワ
の
意
味
に
お
け
る
)
市
民
的
生
活
の
開
始
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。

こ
の
「
国
家
機
械
」
の
市
民
は
、
も
は
や
国
家
や
祖
国
と
い
う
理
念
で

は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
の
た
め
だ
け
に
働
く
。
と
い
う
の
も
彼

に
と
っ
て
は
個
人
的
な
も
の
だ
け
が
、
彼
自
身
の
生
命
と
財
産
の
安
全

だ
け
が
大
事
だ
か
ら
あ
る
。

他
方
こ
の
叙
述
で
へ
i

ゲ
ル
は
、
『
人
間
の
美
的
教
育
に
関
す
る
書

簡
』
に
お
け
る
シ
ラ
i

の
立
場
に
依
拠
し
な
が
ら
、
二
つ
の
国
家
像
を

対
置
し
、
特
徴
づ
け
て
い
る
。
シ
ラi
は
第
六
の
手
紙
で
、
ギ
リ
シ
ャ

の
有
機
体
的
国
家
に
対
し
て
、
「
精
巧
な
時
計
仕
掛
け
」
の
よ
う
に
生
気

を
欠
い
た
無
数
の
部
分
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
国
家
、
つ
ま
り
そ
の
よ

う
な
抽
象
的
全
体
と
し
て
、
市
民
達
に
と
っ
て
い
つ
ま
で
も
疎
遠
で
あ

り
続
け
る
近
代
機
械
制
国
家
を
対
置
す
る
(
丞-
Z
足
。
ぃ
自
ご
。
へ
ー

ゲ
ル
が
「
国
家
機
械
」
と
い
う
言
葉
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
|
|
歴

史
的
に
見
れ
ば
|
|
』
も
ち
ろ
ん
ロl

マ
帝
国
で
あ
る
、
が
、
こ
の
な
か
に
近

代
国
家
も
含
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
説
。
と
い
う
の
も
こ
の
国
家
像
は
、

道
徳
性
が
消
滅
し
、
も
っ
ぱ
ら
合
法
性
だ
け
が
通
用
し
て
い
る
世
界
、
つ

ま
り
彼
、
が
「
世
俗
国
家
」
な
い
し
「
市
民
的
国
家
」
、
あ
る
い
は
ま
た
「
市

民
社
会
」
と
呼
ぶ
も
の
に
ま
さ
に
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

古
代
民
主
制
が
没
落
し
た
後
、
人
聞
が
私
的
生
活
に
埋
没
し
た
こ
と

は
、
へ
l

ゲ
ル
に
と
っ
て
は
人
間
性
の
道
徳
的
腐
敗
に
他
な
ら
な
い
。

政
治
的
自
由
の
喪
失
と
と
も
に
彼
ら
は
、
自
律
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身

に
対
し
て
唯
一
の
立
法
者
で
あ
る
と
い
う
理
性
の
能
力
を
も
失
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
絶
対
的
・
永
遠
的
な
も
の
を
も
は
や
ー
ー

か
つ
て
ポ
リ
ス
の
市
民
が
そ
れ
を
自
分
達
の
ポ
リ
ス
の
う
ち
に
見
出
し

た
よ
う
に
|
|
自
分
自
身
の
内
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
自
身
の
外

に
、
つ
ま
り
彼
岸
に
求
め
た
。
彼
岸
に
お
け
る
幸
福
を
約
束
す
る
キ
リ

ス
ト
教
が
、
ま
さ
に
ロ

1
1
マ
に
よ
る
専
制
支
配
の
時
代
に
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
広
ま
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
の
で

あ
る
。「

:
:
:
ロl

マ
の
君
主
遠
の
専
制
主
義
は
、
人
間
の
精
神
を
地
上
か

ら
追
い
払
っ
た
。
自
由
が
奪
わ
れ
る
こ
と
で
、
人
間
は
自
分
の
内
に

あ
る
永
遠
的
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
を
神
性
の
な
か
へ
逃
が
さ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
専
制
主
義
が
蔓
延
さ
せ
た
悲
惨
に
よ
っ
て
、
人 2003 社会思想史研究 No.27
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聞
は
幸
福
を
天
国
の
中
に
求
め
、
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

人
聞
が
堕
落
し
隷
属
し
て
い
く
の
と
同
じ
歩
調
で
、
神
が
客
体
的
に

な
っ
て
い
っ
た
。
神
の
客
体
性
は
本
来
、
こ
う
し
た
時
代
精
神
の
一
不

現
、
現
れ
で
し
か
な
い
。
」
(
巧
Y
N
Hロ
/
二
五
二
|
一
一
一
頁
)

へ
l

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
が
絶
対
的
・
客
体
的
に
な
っ
た
の
は
、
人

間
性
が
堕
落
し
貧
困
に
な
っ
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
専
制
時
代

の
精
神
の
現
れ
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー

マ
の
自
由
人
は
、
「
あ
の
よ
う
に
不
完
全
に
作
ら
れ
、
人
間
達
の
弱
さ
を

備
え
た
神
々
で
満
足
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
か
の
人
間
達
は
、
永
遠

的
な
も
の
、
自
立
的
な
も
の
を
自
分
達
の
胸
の
う
ち
に
持
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
」
(
者Y
N
ミ
/
二
四
五
頁
)
。
か
く
し
て
人
間
性
と
神
性
と
の

聞
に
は
ひ
と
つ
の
反
比
例
関
係
、
つ
ま
り
人
間
の
精
神
が
貧
し
く
な
れ

ば
な
る
だ
け
、
神
性
は
ま
す
ま
す
豊
か
に
な
る
と
い
う
関
係
が
存
す
る
。

そ
し
て
人
間
性
の
貧
困
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
、
と
り
わ
け
人
間
の

本
性
は
堕
落
し
て
い
る
と
い
う
教
義
に
反
映
し
て
い
る
。

• 
「
こ
の
堕
落
し
た
人
間
性
の
母
胎
で
:
・
:
人
間
の
本
性
は
堕
落
し
て

い
る
と
い
う
教
義
が
産
み
出
さ
れ
、
喜
ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
:
:
:
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
立
法
権
が
独
占
的
に
認
め

ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
心
の
善
い
動
き
、
よ
り
善
き
意
図
や
決
断
は

ど
れ
も
こ
れ
も
神
の
業
と
し
て
、
神
に
期
待
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、

163 

ス
ト
ア
派
の
人
々
が
自
分
達
の
魂
を
神
的
な
種
の
も
の
と
し
て
、
神

性
の
火
花
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
善
を
神
に
帰
し
た
の

と
は
違
う
意
味
で
、
む
し
ろ
我
々
の
外
に
い
て
、
我
々
が
そ
の
部
分

で
も
な
く
、
我
々
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
我
々
が
そ
れ
と
何
一
つ
共
有

し
て
い
な
い
よ
う
な
存
在
の
業
と
み
な
す
意
味
で
、
す
べ
て
を
神
に

帰
し
た
の
で
あ
る
。
」
(
4
2・N
S
円
/
二
四
九
i

五
O
頁
)

い
か
な
る
道
徳
的
本
性
を
も
人
間
に
認
め
な
い
こ
の
教
義
に
よ
っ
て
、

神
性
は
人
間
の
本
性
か
ら
絶
対
的
に
分
離
さ
れ
、
神
は
人
間
と
何
一
つ

共
通
な
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
完
全
に
疎
遠
な
存
在
と
し
て
彼
岸
に
設

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
切
の
美
し
く
道
徳
的
な
属
性
・

行
為
は
人
聞
か
ら
剥
奪
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
神
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

人
聞
の
理
性
、
あ
る
い
は
「
我
々
の
う
ち
の
神
的
な
火
花
、
つ
ま
り
我
々

の
う
ち
に
あ
っ
て
、
感
覚
的
な
も
の
を
統
御
す
る
力
」
(
者
y
g
/

二

一
一
頁
)
は
、
も
は
や
人
間
に
属
さ
ず
、
人
間
は
自
律
的
・
道
徳
的
能
力

を
欠
い
た
単
な
る
自
然
存
在
に
隠
め
ら
れ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
、
自

分
自
身
に
と
っ
て
「
ひ
と
つ
の
非
我
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
神
が

彼
に
と
っ
て
「
別
の
非
我
」
に
な
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

「
神
が
:
:
:
我
々
に
と
っ
て
疎
遠
な
世
界
ー
ー
ー
そ
の
領
域
に
我
々
が

全
く
関
与
せ
ず
、
そ
こ
に
我
々
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
は
定
住
で
き

ず
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
懇
願
し
た
り
、
魔
法
を
か
け
た
り
し
て
入
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る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
世
界
|
|
に
措
定
さ
れ
た
時
、
つ
ま
り
人

間
自
身
が
ひ
と
つ
の
非
我
で
あ
り
、
彼
の
神
が
別
の
非
我
で
あ
っ
た

時
、
時
代
の
精
神
は
、
神
の
客
体
性
の
中
に
現
れ
た
。
:
:
・
そ
う
し

た
時
代
に
お
い
て
神
は
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
や
め
、

全
く
客
体
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
道
徳
的
格
率
の
か

の
転
倒
は
、
そ
の
時
理
論
に
よ
っ
て
全
く
簡
単
に
、
し
か
も
首
尾
一

貫
し
て
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
(
巧YN
H
N
/二
五
一
二
頁
)

を
求
め
る
。
失
わ
れ
た
人
間
的
本
性
が
再
獲
得
さ
れ
る
の
は
|
|
『
民

族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
の
関
連
箇
所
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
|
|

「
数
百
年
後
に
人
類
が
再
び
理
念
を
持
つ
能
力
を
回
復
す
る
時
、
.

我
々
は
、
人
間
的
本
性
の
う
ち
そ
れ
が
も
ち
う
る
一
切
の
忌
ま
わ
し
い

も
の
だ
け
を
手
許
に
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
本
性
の
美
し
い
も

の
を
我
々
自
身
で
、
疎
遠
な
個
人
の
な
か
に
移
し
入
れ
た
の
だ
が
、
そ

れ
を
我
々
自
身
の
業
と
し
て
喜
び
を
持
っ
て
再
認
識
し
、
再
獲
得
す
る

時
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
自
身
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
を
学
ぶ

時
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
以
前
、
軽
蔑
の
対
象
で
し
か
あ
り

え
な
い
も
の
だ
け
を
自
分
達
に
固
有
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
」
(
者Y
H
S
円
/
二
七
|
八
頁
)

し
か
し
な
が
ら
へ
l

ゲ
ル
が
、
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
と
『
キ
リ
ス
ト
教

の
実
定
性
』
に
つ
い
て
の
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
、

ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
を
道
徳
的
心
術
へ
と
導
き
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬

と
理
性
的
存
在
と
し
て
の
自
分
自
身
に
対
す
る
尊
敬
を
彼
ら
に
呼
び
覚

ま
す
こ
と
で
、
失
わ
れ
た
道
徳
的
本
性
を
再
獲
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

だ
が
彼
の
こ
の
試
み
は
、
そ
の
宗
教
的
な
外
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
仰

心
が
根
本
に
お
い
て
合
法
性
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の

神
政
政
治
ゆ
え
に
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教

会
は
、
道
徳
的
旋
を
自
ら
の
権
威
の
上
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
、
提
を

合
法
性
に
関
わ
る
事
柄
に
引
き
ず
り
お
ろ
し
た
ば
か
り
か
、
市
民
的
国

家
と
の
争
い
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
「
教
会
国
家
」
に
な
っ
て
し
ま
っ

2003 

• 
こ
こ
で
は
、
へl
ゲ
ル
の
弟
子
で
あ
り
、
の
ち
に
彼
の
批
判
者
と
な
っ

た
L

・
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
的
疎
外
論
が
、
へ
!
ゲ
ル
自
身
に

よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
両
者
が
、
そ
の
疎
外
論
に
お

い
て
異
な
っ
た
立
場
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
神
学
批
判
が
、
神
の
本
質
は
実
際
に
は
人

間
の
本
質
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
神
学
と
は
人
間
学
に
他
な
ら
な
い
と

い
う
彼
の
唯
物
論
的
人
間
学
に
由
来
す
る
の
に
対
し
て
、
若
き
へ
!
ゲ

ル
は
|
|
|
人
間
の
自
律
と
い
う
カ
ン
ト
の
考
え
に
依
拠
し
な
が
ら
|
|

神
の
客
体
化
を
、
人
間
性
の
腐
敗
に
よ
っ
て
理
性
が
正
し
く
機
能
し
な

く
な
っ
た
結
果
と
み
な
し
て
い
る
。

だ
が
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
|
|
へ
!
ゲ
ル
左
派
の
言
葉
を
使
っ

て
言
う
な
ら
ば
|
|
疎
外
は
止
揚
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?
へ
1

ゲ
ル

は
の
ち
の
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
同
様
、
疎
遠
な
存
在
の
も
の
と
な
っ
た

人
間
的
本
性
を
返
済
請
求
(
〈
宮ι
府
民
吉
田
)
し
、
取
り
戻
す
こ
と
に
そ
れ
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た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
う
し
た
誤
っ
た
発
展
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

へ
l

ゲ
ル
は
ベ
ル
ン
期
の
最
後
に
お
い
て
、
人
間
が
自
分
の
理
性
の
力

を
再
認
識
し
、
道
徳
的
本
性
を
再
獲
得
す
る
と
い
う
希
望
を
も
っ
ぱ
ら

懐
疑
的
に
表
明
し
て
い
る
。

「
・
:
:
と
り
わ
け
我
々
の
時
代
に
、
天
国
に
投
げ
売
り
さ
れ
た
宝
を

人
間
の
所
有
物
と
し
て
l
|

少
な
く
と
も
理
論
に
お
い
て
|
|
返
済

請
求
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
ど
の
時
代
が
、
こ
の
権
利

を
主
張
し
、
自
分
自
身
を
所
有
者
と
す
る
力
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
?
」

(
宅Y
N
S
/
二
四
九
頁
)

• 
へ
i

ゲ
ル
の
こ
の
懐
疑
は
、
人
間
の
能
力
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

人
類
が
い
つ
の
日
か
精
神
的
に
成
熟
し
た
成
年
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
彼
自
身
の
啓
蒙
主
義
的
オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
に
も
向
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
へ
l

ゲ
ル
は
、
ベ
ル
ン
期
を
通
じ
て

カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
を
自
ら
の
宗
教
哲
学
的
研
究
に
適
用
し
よ
う
と
努

め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
徳
宗
教
お
よ
び
理
性
宗
教
と
し
て
誕
生
し

た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
合
法
性
を
道
徳
性
へ
と
、
つ
ま
り
世
俗
国
家
を
「
地

上
に
お
け
る
神
の
国
」
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
へ
l

ゲ
ル
は
次
第
に
、

合
法
性
と
道
徳
性
と
の
溝
は
、
カ
ン
ト
的
道
徳
に
よ
っ
て
は
架
橋
し
え

な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
。
そ
れ
と
と
も
に
彼
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
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哲
学
を
社
会
的
・
政
治
的
領
域
に
適
用
す
る
際
の
限
界
も
認
識
し
て
い

/
\
。な

る
ほ
ど
へ
l

ゲ
ル
は
、
伝
承
さ
れ
た
神
話
と
慣
習
に
よ
っ
て
政
治

と
宗
教
と
が
統
合
さ
れ
て
い
た
古
代
の
ポ
リ
ス
的
人
倫
に
ひ
と
つ
の

オ
l

ル
タ
ナ
テ
イ
ヴ
を
見
出
し
て
い
た
。
だ
が
古
代
の
ポ
リ
ス
民
主
制

に
お
け
る
生
き
生
き
と
し
た
統
一
に
ど
れ
ほ
ど
憧
憶
を
抱
こ
う
と
、
ま

た
そ
の
没
落
を
人
間
性
の
堕
落
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
批
判
し
よ
う
と
、
近

代
の
諸
関
係
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
の
想
像
力
宗
教
を
モ
デ
ル
に
し
た
民

族
宗
教
が
、
一
体
ど
の
よ
う
に
再
興
さ
れ
う
る
の
か
、
彼
は
具
体
的
に

述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
近
代
に
お
い
て
は
、
宗
教
の
本

質
を
な
す
は
ず
の
道
徳
性
が
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
制
度
化
と
世
俗
化
に

よ
っ
て
宗
教
自
体
か
ら
駆
逐
さ
れ
、
合
法
性
が
独
占
的
な
力
を
持
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
と
め

実
定
的
・
客
体
的
な
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
、
二
つ
の
異
な
っ

た
宗
教
お
よ
び
自
由
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
対
置
す
る
ベ
ル
ン
期
へ

l

ゲ
ル

の
試
み
は
、
結
果
と
し
て
こ
の
試
み
が
内
包
す
る
問
題
点
を
彼
自
身
に

気
づ
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ベ
ル
ン
期
の
終
わ
り
の
へ

l

ゲ
ル
に
と
っ

て
、
カ
ン
ト
の
い
う
理
性
・
道
徳
宗
教
は
、
民
族
宗
教
と
い
う
テ
ュ
l

ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
展
開
す
る
際
に
適
切
な
足
場
を
提
供
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し
う
る
も
の
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
カ
ン
ト
の

道
徳
論
は
、
理
性
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
心
胸
と
想
像
力
に
は

ほ
と
ん
ど
働
き
か
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
道
徳
論
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
民
衆
に
は
近
づ
き
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
依
拠
し
た

宗
教
コ
ン
セ
プ
ト
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ
た
。

へ
l

ゲ
ル
の
思
考
に
お
け
る
転
換
は
、
友
人
へ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
が
彼
に

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
家
庭
教
師
の
職
を
世
話
す
る
と
い
う
外
的
な
境
遇

の
変
化
と
と
も
に
訪
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
詳
述
は
別
稿
に
委

ね
た
い
。

う
に
な
る
の
は
、
近
代
の
主
体
性
原
理
の
受
容
を
通
じ
て
、
ポ
リ
ス
的

人
倫
の
限
界
を
見
極
め
た
後
で
あ
る
(
話
「
巧
長
企
R
・
臼
品
)
。

カ
ン
ト
は
イ
エ
ス
を
「
善
の
原
理
の
理
念
が
人
格
化
さ
れ
た
も
の
」

(
〉
〉A
y
g同
・
/
八
九
頁
以
下
)
、
つ
ま
り
道
徳
性
の
人
間
的
化
身
、
ど
理
解

し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
イ
エ
ス
は
「
福
音
の
教
師
」
で
あ
り
、
そ

の
教
え
は
、
純
粋
な
理
性
の
教
え
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
教
え

の
核
心
は
、
「
外
的
な
市
民
的
あ
る
い
は
規
約
的
な
教
会
義
務
の
遵
守
で

は
な
く
、
純
粋
に
道
徳
的
な
心
術
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
神
意
に
適

う
こ
と
が
で
き
る
」
(
〉
〉
少
回
申
/
一
一
一
九
頁
)
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

へ
l

ゲ
ル
の
と
の
叙
述
に
お
け
る
典
拠
が
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
以
下

の
箇
所
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
義
務
の
概
念
は
し
た
が
っ
て
、

争
勧
骨U
ゅ
、
行
為
に
対
し
て
法
則
と
の
一
致
を
要
求
し
、
だ
が
お
ム
働

峠
h
v除
、
行
為
の
格
率
に
対
し
て
法
則
へ
の
尊
敬
を
、
法
則
に
よ
っ
て

意
志
を
規
定
す
る
唯
一
の
あ
り
方
と
し
て
要
求
す
る
。
そ
し
て
義
務
に

澄
テ
h
h
v
ア
U
行
為
し
た
と
い
う
意
識
と
、
品
安
払

f
h
r
h
J

、
す
な
わ
ち
法
則

に
対
す
る
尊
敬
か
ら
行
為
し
た
と
い
う
意
識
と
の
区
別
は
、
こ
れ
に
基

づ
い
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
(
合
法
性
)
は
、
た
と
え
た
だ
単
に
傾

向
性
が
意
志
の
規
定
根
拠
だ
っ
た
場
合
で
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
後
者

(
道
徳
性
)
、
つ
ま
り
道
徳
的
価
値
は
、
行
為
が
義
務
か
ら
、
す
な
わ
ち

た
だ
法
則
の
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
る
と
い
う
点
に
の
み
置
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」
(
〉
〉
印
・

2
/

一
六
九
頁
)

へ
|
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
神
の
国
の
原
理
は
世
俗
国
家
の
原
理
か
ら
厳
格

に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
宗
教
諭
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
見

解
に
依
拠
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
倫
理
的
共
同
体
」
と
し
て
の
神
の

国
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
の
道
徳
性
、
つ
ま
り
道
徳
的
心
術
が

問
題
と
な
る
の
に
対
し
て
、
「
法
的
共
同
体
」
と
し
て
の
世
俗
国
家
に
お

い
て
は
、
行
為
の
合
法
性
、
つ
ま
り
法
律
の
外
的
な
遵
守
だ
け
が
考
慮

さ
れ
る
吉
岡
「
〉
〉
会w∞
円
/
一
四
0
1

一
頁
)
。

• 

5 6 

さ
や
ま
・
け
い
じ
/
ド
イ
ツ
社
会
思
想
史
)

注(
1
)
 
ル
ソ
1

『
社
会
契
約
論
』
第
四
巻
第
八
章
。
民
族
宗
教
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
お
け
る
へ
|
ゲ
ル
と
ル
ソ
!
と
関
係
に
つ
い
て
は
、E
E
志
向
o
a
g
g
g

Q
由
包
い
お
同
・
)
を
参
照
の
こ
と
。

こ
う
し
た
評
価
に
応
じ
て
、
ベ
ル
ン
期
へl
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
受
容
に
お

い
て
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
後
景
に
退
い
て
い
る
反
面
、
『
実
践
理

性
批
判
』
と
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
で
の
宗
教
』
が
前
面
に
出
て
い

る
。
青
年
へl
ゲ
ル
と
は
反
対
に
青
年
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
革
命
」
を
は
っ
き
り
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

結
び
つ
け
て
い
る
守
色

-
F
・
H
N
3。

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
な
ら
び
に
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
宗
教
批
判
に
お
い

て
好
ま
れ
た
イ
エ
ス
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
比
較
の
思
想
史
的
背
景
に
つ

い
て
は

(
g見
島
出

H
S
A
P
-

定
R
)
を
参
照
の
こ
と
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
悲
劇
的
運
命
を
へ
i

ゲ
ル
が
十
分
に
考
慮
す
る
よ

7 

2 3 4 
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8 

へ
l
ゲ
ル
に
よ
る
と
民
族
精
神
は
、
歴
史
、
政
治
、
宗
教
な
ら
び
に
芸

術
の
生
き
生
き
と
し
た
統
合
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

テ
ュ
l
ピ
ン
ゲ
ン
時
代
の
断
片
の
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
た
箇

所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
精
神
の
父
は
ク
ロ
ノ

ス
、
:
母
は
ポ
リ
テ
イ
ア
l
、
つ
ま
り
政
治
体
制
で
あ
り
、
産
婆
で

あ
り
乳
母
で
あ
る
の
は
宗
教
で
あ
る
が
、
宗
教
は
教
育
の
補
助
の
た
め

に
芸
術
・
:
:
」
を
持
っ
て
い
る
(
者
Y
お
/
四
七
頁
)
。

こ
こ
で
へ
i

ゲ
ル
は
、
古
代
民
主
制
に
お
い
て
自
由
が
、
す
べ
て
の
人

間
で
は
な
く
、
特
定
の
身
分
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
1
1
1

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
言
及
し
て
1
1
1

い
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
例
は
「
祖
国
に
没
落
を
も
た
ら
し
た
」
が
ゆ
え
に
多

く
の
市
民
達
か
ら
呪
わ
れ
た
「
ひ
と
り
の
男
の
徳
」
と
し
て
、
も
っ
ぱ

ら
暗
示
的
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
守
岡
戸
当
H
N
g
/
二
四
四
頁
)
。

こ
の
推
測
は
、
へ
l
ゲ
ル
が
一
八
O
一
一/
O
三
年
の
『
自
然
法
論
文
』
に

お
い
て
、
ギ
ボ
ン
の
叙
述
を
手
が
か
り
と
し
て
ロ
1
7
帝
国
の
出
現
を

近
代
市
民
社
会
の
成
立
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
立
証

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
守
包
・
の
当
事
込
町
民
ご
。

9 10 11 引
用
文
献

*
引
用
箇
所
は
(
略
号
な
い
し
著
者
名
、
巻
数
な
い
し
刊
行
年
、
ペ
ー
ジ
数

/
邦
訳
頁
数
)
の
順
で
表
示
し
た
。
な
お
訳
文
は
、
併
記
し
た
邦
訳
に
必

ず
し
も
従
っ
て
い
な
い
。
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か
ら
の
挑
戦
で
あ
り
、
い
わ
ば
偶
像
破
壊
の
書
な
の
で
あ
る
。

著
者
の
基
本
的
な
時
代
的
認
識
は
、
戦
中
と
戦
後
と
を
連
続
的
に
捉
え

る
こ
と
に
あ
る
。
戦
中
の
総
力
戦
体
制
は
、
戦
後
の
高
度
成
長
を
遂
行
す

る
体
制
と
し
て
存
続
し
続
け
て
い
る
。
戦
時
体
制
の
下
で
整
備
さ
れ
た
行

政
や
経
済
の
シ
ス
テ
ム
、
生
活
世
界
は
、
「
福
祉
国
家
」
や
「
管
理
さ
れ
た

資
本
主
義
」
と
し
て
戦
後
も
生
き
続
け
た
。
著
者
は
、
大
塚
と
丸
山
を
、

戦
中
と
戦
後
の
断
絶
に
意
味
を
与
え
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦

中
と
戦
後
の
連
続
を
架
橋
し
た
思
想
家
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
を
試
み
て

い
る
。

と
す
れ
ば
、
著
者
は
戦
後
民
主
主
義
の
旗
手
で
あ
る
大
塚
と
丸
山
は
、

戦
時
体
制
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う

な
の
で
あ
る
。
常
識
的
理
解
か
ら
す
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
、
こ
う
し
た
見

解
を
著
者
は
独
特
な
手
法
で
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
大
塚
と
丸
山
の
テ
キ

ス
ト
を
バ
ラ
バ
ラ
に
裁
断
し
、
一
つ
一
つ
を
状
況
に
置
き
意
味
を
与
え
、

通
常
の
理
解
と
は
逆
の
解
釈
を
施
し
て
い
く
。
名
探
偵
の
よ
う
で
も
あ
り
、

思
想
検
事
の
フ
レ
ー
ム
・
ア
ッ
プ
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
ま
ず
は
著
者
の

い
う
こ
と
を
聞
い
て
み
よ
う
。

大
塚
に
つ
い
て
も
丸
山
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
「
近
代
主
義
者
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
っ
て
、
著
者
は
彼
ら
の
出
発
点
が
近
代
批
判
に
あ
っ

た
こ
と
に
注
目
す
る
。
内
村
門
下
の
大
塚
は
、
そ
の
師
か
ら
「
自
己
中
心

的
な
近
代
人
」
の
批
判
を
受
け
継
い
で
い
る
し
、
丸
山
の
学
生
時
代
の
「
緑

会
論
文
」
に
も
、
「
近
代
市
民
社
会
の
発
展
が
そ
の
内
側
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム

独
裁
に
奉
仕
す
る
思
惟
形
式
を
準
備
す
る
と
い
う
道
筋
」
が
前
提
と
さ
れ
、

近
代
批
判
の
モ
メ
ン
ト
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
二
人
と
も
当
初
か
ら
戦
中 2ω3 

• 
『
大
塚
久
雄
と
丸
山
員
男
|
動
員
、
主
体
、
撃
責
任
』

(
中
野
敏
男
著
、
青
土
社
、
二OO
二
年
)

梅
津
順

本
書
の
主
題
で
あ
る
大
塚
久
雄
と
丸
山
異
男
は
、
戦
後
啓
蒙
を
代
表
す

る
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
こ
の
二
人
は
、
占
領
軍
に
よ
る

配
給
民
主
主
義
の
迎
合
者
で
は
な
く
、
戦
中
の
翼
賛
体
制
の
な
か
で
知
的

独
立
を
守
り
、
西
欧
近
代
社
会
の
普
遍
史
的
意
義
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の

旧
体
制
の
突
破
の
方
向
を
探
り
、
戦
後
の
民
主
化
を
国
内
で
準
備
し
た
思

想
家
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
こ
う
し
た
一
般
的
評
価
へ
の
正
面

動 大
S最 塚
、

業
久
雄

体
と、

戦 丸
争 山

• 義後 男
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の
思
想
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
近
代
の
超
克
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、
大
塚
に
つ
い
て
も
丸
山
に
つ
い
て
も
、
日
中
戦
争
に
突
入
す
る

時
期
に
思
想
的
転
機
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
大
塚
に
つ
い
て
は
、
『
欧
州
経

済
史
序
説
』
に
み
る
問
題
構
成
が
、
近
代
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

世
界
的
商
業
戦
の
帰
趨
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
お
り
、
世
界
的
商
業
戦
に
勝

利
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
国
力
の
分
析
を
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
著
者
は
「
明
ら
か
に
大
塚
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
時
代
状
況
に
投
企
し

て
い
る
」
、
大
塚
史
学
は
日
中
戦
争
の
開
始
に
あ
た
っ
て
日
本
の
「
世
界
へ

の
覇
権
」
を
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
イ
ギ
リ
ス
の
国
力
は
「
国
民
的
生
産
力
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ

と
自
体
が
問
題
的
で
あ
る
。
そ
の
「
生
産
力
と
い
う
概
念
も
」
、
組
み
換
え

ら
れ
て
「
そ
の
担
い
手
の
思
想
や
文
化
そ
し
て
倫
理
的
生
活
態
度
」
ま
で

を
含
む
も
の
と
さ
れ
る
。
大
塚
は
戦
中
の
総
力
戦
的
状
況
の
中
で
、
以
前

の
論
文
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
立
場
か
ら
評
価
を
留
保
し
て
い
た
フ

ラ
ン
ク
リ
ン
の
「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
、
全
体
に
奉
仕
す
る
精
神
と
し

て
「
国
民
的
生
産
力
」
に
重
ね
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

総
力
戦
の
文
脈
に
対
す
る
大
塚
の
親
和
的
態
度
を
暗
示
す
る
の
が
、
大

塚
が
東
大
で
師
事
し
た
本
位
田
祥
男
と
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
三
高
で
の

講
義
以
来
、
書
物
を
通
し
て
私
淑
し
た
三
木
清
と
の
関
係
で
あ
る
。
東
大

経
済
学
部
の
内
紛
で
退
職
し
、
革
新
官
僚
と
の
繋
が
り
を
も
ち
戦
時
統
制

経
済
の
推
進
者
と
な
っ
て
い
っ
た
本
位
田
も
、
近
衛
文
麿
を
後
援
者
と
す

る
昭
和
研
究
会
に
参
加
し
た
三
木
の
構
想
も
、
「
新
経
済
倫
理
」
を
主
題
と

し
て
お
り
、
戦
時
の
大
塚
の
「
生
産
倫
理
」
論
文
と
関
連
が
あ
る
と
位
置

〈書• 1ω 

づ
け
ら
れ
る
。

丸
山
の
場
合
に
戦
時
体
制
的
傾
斜
を
示
す
も
の
は
、
務
台
理
作
『
社
会

存
在
論
』
の
書
評
に
み
ら
れ
る
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
と
の
関
係
で
あ

り
、
ま
た
三
木
清
の
問
題
関
心
と
の
思
想
的
な
交
錯
で
あ
る
。
こ
の
時
点

で
三
一
木
は
「
日
本
の
行
動
の
世
界
史
的
意
味
を
発
見
す
る
」
使
命
を
自
覚

し
、
「
東
亜
共
同
体
論
」
を
提
起
し
て
い
る
が
、
丸
山
の
徳
川
期
の
政
治
思

想
史
研
究
は
、
そ
れ
に
対
し
て
「
シ
ナ
歴
史
の
停
滞
性
」
を
も
っ
て
応
え

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。

加
え
て
著
者
は
、
丸
山
が
こ
の
時
点
で
荻
生
但
僚
を
「
危
機
の
思
想
家
」

と
描
き
、
危
機
に
お
け
る
「
行
動
の
哲
学
」
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
る
。
丸
山
は
狙
僚
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
全
人
民
が
皆
役
人
と
し
て

体
制
に
参
与
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
政
治
性
を
優
位
に
お
く
道
の
そ

の
普
遍
性
に
各
人
が
与
る
唯
一
の
方
向
と
し
て
語
」
る
が
、
そ
こ
に
戦
時

の
時
代
状
況
へ
の
主
体
的
参
与
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

戦
中
の
丸
山
は
、
福
沢
の
中
に
「
対
外
意
識
と
国
民
的
自
覚
と
主
体
的

な
参
与
の
呼
び
か
け
を
」
見
出
し
た
の
だ
が
、
著
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
国

民
的
総
動
員
の
思
想
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。
福
沢
が
重
視
す
る
「
自

主
独
立
の
気
風
」
を
、
著
者
は
実
に
あ
っ
さ
り
と
「
下
か
ら
の
動
員
」
の

思
想
に
過
ぎ
な
い
と
片
付
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
丸
山
の
国
民
の
政
治
的

主
体
性
を
重
視
す
る
立
場
に
対
し
、
現
体
制
よ
り
も
有
効
な
「
国
民
総
動

員
」
を
志
向
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
熔
印
を
押
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
塚
と
丸
山
を
戦
時
体
制
の
積
極
的
支
持
者
と
し
て
仕
立

て
た
著
者
は
、
戦
後
に
あ
っ
て
二
人
が
若
干
の
思
想
的
変
更
を
加
え
つ
つ
、



170 

戦
後
体
制
の
動
員
の
思
想
家
と
な
っ
た
と
切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
大

塚
の
場
合
に
は
、
生
産
力
概
念
に
替
え
て
「
人
間
類
型
」
を
提
起
し
、
「
戦

後
復
興
へ
の
貢
献
の
倫
理
」
を
語
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
帝
国
主
義
的
西

洋
を
語
ら
ず
、
ま
た
旧
植
民
地
に
も
眼
を
閉
ざ
す
こ
と
に
よ
り
、
問
題
を

日
本
の
圏
内
の
後
進
性
に
集
中
し
、
日
本
の
戦
後
の
軌
道
を
敷
い
た
と
さ

れ
る
。

丸
山
の
場
合
に
も
、
戦
中
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
と
比
べ
て
戦
後
の
「
超
国

家
主
義
」
論
文
で
は
、
明
ら
か
に
日
本
の
国
内
問
題
へ
の
視
野
の
限
定
が

見
ら
れ
る
し
、
「
陸
掲
南
」
論
で
は
明
治
以
降
の
近
代
化
の
課
題
が
指
摘
さ

れ
、
但
僚
の
評
価
の
場
合
に
は
近
代
的
意
識
の
限
界
が
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
点
に
戦
後
の
「
近
代
化
と
戦
後
復

興
」
を
促
す
動
員
の
思
想
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
戦
後
に
あ
っ
て
大
塚
も
丸
山
も
、
日
本
の
旧
植
民
地
を
ま
っ

た
く
視
野
に
置
い
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
と
く
に
丸
山
の
福
沢

論
は
『
文
明
論
之
概
略
』
へ
の
注
解
と
し
て
語
ら
れ
た
八

0
年
代
に
お
い

て
も
、
「
帝
国
主
義
宗
主
国
と
植
民
地
と
を
横
並
び
に
語
」
り
、
「
そ
こ
で

暴
力
と
支
配
と
を
と
も
な
う
現
実
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
抽
象
を

行
っ
て
」
お
り
、
「
超
国
家
主
義
H

日
本
の
存
在
と
そ
の
所
業
、
そ
し
て
そ

れ
へ
の
責
任
さ
え
も
視
野
の
外
に
封
印
し
て
し
ま
う
」
と
批
判
し
て
い
る
。

著
者
は
以
上
の
主
張
を
、
事
細
か
に
テ
キ
ス
ト
の
引
用
を
踏
ま
え
て
跡

付
け
て
い
る
か
ら
、
あ
る
種
の
説
得
力
を
も
っ
て
追
っ
て
く
る
。
そ
の
論

証
は
、
書
か
れ
た
状
況
の
知
識
、
個
々
の
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
の
読
み
方
、

評
価
の
綿
密
さ
か
ら
し
て
容
易
に
反
駁
で
き
な
い
と
の
印
象
を
与
え
る
。

し
か
も
、
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
反
証
し
よ
う
と
す
る
と
、
事
柄
が
余
り
に

細
か
す
ぎ
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
が
微
妙
な
評
価
に
関
る
こ
と
な
の
で
、

真
面
目
に
対
応
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
手
間
も
取
る
し
、
論
点
も

ぼ
や
け
て
し
ま
う
。

本
書
の
最
大
の
論
点
は
、
戦
時
期
の
大
塚
と
丸
山
の
評
価
に
関
す
る
部

分
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
説
明
は
信
葱
性
が
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、

一
歩
掘
り
下
げ
れ
ば
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
塚
は
日
中

戦
争
の
開
戦
を
機
に
「
世
界
的
商
業
戦
」
を
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
が
、
そ
の
大
塚
の
理
解
は
そ
れ
以
前
に
、
『
株
式
会
社
発
生
史
論
』
で

す
で
に
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
丸
山
が
戦
時
期
に
「
危

機
の
思
想
家
」
但
徐
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
が
、
思
想
史
家
が
関
心
を
寄

せ
る
政
治
思
想
家
と
は
、
大
抵
が
い
ず
れ
か
の
時
期
の
「
危
機
の
思
想
家
」

で
は
あ
る
ま
い
か
。

積
極
的
に
戦
時
体
制
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
本
位
田
や
三
木
と
の
不
確
か
な

関
係
か
ら
、
大
塚
、
丸
山
の
立
場
を
類
推
す
る
と
い
う
の
も
乱
暴
な
話
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
著
者
が
日
本
の
戦
時
体
制
の
思
想
の
典
型
と
し
て
誰
を

想
定
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
し
、
本
位
田
に
し
て
も
三
木
に
し
て

も
、
戦
争
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
な
の
か
、
知
識
人
の
戦
争
協
力
な
の
か
、
転

向
な
の
か
、
擬
装
転
向
な
の
か
、
そ
の
評
価
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
。

著
者
が
こ
の
関
連
で
引
用
す
る
大
塚
や
丸
山
の
言
動
も
、
彼
ら
と
時
代
を

共
有
し
問
題
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。

こ
う
い
え
ば
著
者
は
、
別
に
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
戦
時
体
制
に
彼

ら
の
思
想
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
実
が
重
要
な
の
だ
と
言
う
か
も
知
れ

な
い
。
ま
さ
に
、
そ
の
思
想
の
評
価
の
方
法
が
私
に
は
問
題
と
思
え
る
。

著
者
が
第
三
章
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
人
間
的
主
体
性
も
、
「
下
か
ら
の
公

2003 
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共
性
」
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
国
家
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
自
立
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
動
員
の
思
想
で
あ
っ
て
、
事
実
昨
今

の
文
部
科
学
省
も
そ
れ
を
積
極
的
に
奨
励
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
。

確
か
に
、
そ
れ
も
一
つ
の
思
想
の
評
価
で
あ
る
。
戦
時
体
制
か
ら
、
戦
後

体
制
ま
で
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
連
続
し
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
そ
の
シ
ス

テ
ム
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
が
無
い
限

り
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
シ
ス
テ
ム
の
補
完
物
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
代
の
思
想
に
は
す
べ

て
同
じ
刻
印
を
押
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
塚
や
丸
山
の
思

想
的
特
徴
と
は
い
え
な
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

中
野
敏
男
が
大
塚
や
丸
山
を
有
効
に
批
判
す
る
た
め
に
は
、
シ
ス
テ
ム

に
桔
抗
し
う
る
自
ら
の
思
想
的
立
場
を
一
不
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
本
書
の
最
後
の
部
分
で
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
に
開
か
れ
た
主
体
、
そ
の
応

答
と
政
治
化
の
可
能
性
と
し
て
語
ら
れ
て
は
い
る
。
で
は
、
戦
時
期
に
あ
っ

て
そ
れ
と
も
っ
と
も
近
い
立
場
に
立
つ
の
は
誰
な
の
か
。
そ
れ
を
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
戦
中
の
大
塚
も
丸
山
も
、
著
者
の
立
場
か
ら
相
対

化
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

も
し
も
、
戦
時
期
に
自
己
の
立
場
に
近
い
立
場
を
見
出
そ
う
と
す
る
発

想
を
放
棄
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
批
判
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
無
視
し
た
、

事
後
か
ら
の
、
し
か
も
最
新
の
理
論
に
よ
る
裁
断
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
思
想
の
シ
ス
テ
ム
決
定
論
は
、
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
と
し
て
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
特
定
の
思
想
の
評

価
と
し
て
は
不
毛
で
は
あ
る
ま
い
か
。

著
者
が
そ
の
立
場
か
ら
、
大
塚
と
丸
山
を
こ
と
さ
ら
目
の
敵
と
し
て
い
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る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
彼
ら
が
シ
ス
テ
ム
に
解
消
さ
れ
な
い
思
想
の
力
を

信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
思
想
の
力
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
む
し
ろ
大
塚
と
丸
山
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

思
想
の
力
を
信
じ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
本
書
は
大
塚
、
丸
山
の
批
判
の

書
と
い
う
よ
り
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
表
白
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
今

日
著
者
の
立
場
に
あ
る
説
得
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
戦
後
民
主
主

義
を
受
け
継
ぐ
側
に
、
思
想
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い

の
だ
が
。

う
め
つ
・
じ
ゅ
ん
い
ち
/
経
済
思
想
史
)
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『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
ム
後
日
本
の
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
と
公
共
性
』

(
小
熊
英
二
著
、
新
曜
社
、
二O
O

二
年
)

福
井
直
秀

こ
の
大
部
(
実
に
総
ペ
ー
ジ
数
九
六
六
で
あ
る
)
の
著
書
は
、
敗
戦
か
ら

五
五
年
体
制
|
|
。
こ
れ
ま
で
を
小
熊
は
「
第
一
の
戦
後
」
と
い
う
、
秩
序

が
安
定
し
て
い
な
い
変
革
が
リ
ア
ル
に
響
い
た
時
期
で
あ
る
ー
ー
を
経
て
、

「
第
二
の
戦
後
」
の
完
成
期
で
あ
る
七
0
年
代
初
頭
ま
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
や
「
公
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
動
を
検
証
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
全
一

六
章
の
目
次
を
掲
げ
る
だ
け
で
も
、
そ
の
量
に
圧
倒
さ
れ
る
。

国愛
情

と
…

、
五
一
v

氏
以

/
J
¥
 

第
一
部

第
一
章
モ
ラ
ル
の
焦
土
|
|
戦
争
と
社
会
状
況
/
第
三
章
総
力
戦
と

民
主
主
量
事
|
|
丸
山
真
男
・
大
塚
久
雄
/
第
三
一
章
忠
誠
と
反
逆
|
|

敗
戦
直
後
の
天
皇
論
/
第
四
章
憲
法
愛
国
主
義
|
|
第
九
条
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
/
第
五
章
左
翼
の
「
民
族
」
、
保
守
の
「
個
人
」
|
|

共
産
党
・
保
守
系
知
識
人
/
第
六
章
「
民
族
」
と
「
市
民
」
|
|
「
政

治
と
文
学
」
論
争

第
二
部

第
七
章
貧
し
さ
と
「
単
一
民
族
」
|
|
一
九
五
0
年
代
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
/
第
八
章
国
民
的
歴
史
学
運
動
|
|
石
母
田
正
・
井
上
清
・

網
野
善
彦
ほ
か
/
第
九
章
戦
後
教
育
と
「
民
族
」
1
1
1

教
育
学
者
・

日
教
組
/
第
一
O
章
「
血
ぬ
ら
れ
た
民
族
主
義
」
の
記
憶
|
|
竹
内

好
/
第
二
章
「
自
主
独
立
」
と
「
非
武
装
中
立
」
|
|
講
和
問
題

か
ら
五
五
年
体
制
ま
で
/
第
一
二
章
六

O
年
安
保
闘
争
|
|
「
戦
後
」

の
分
岐
点

第
三
部

第
二
二
章
大
衆
社
会
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
|
|
一
九
六
0
年
代
と
全

共
闘
/
第
一
四
章
「
公
」
の
解
体
|
|
吉
本
隆
明
/
第
一
五
章
「
屍

臭
」
へ
の
憧
憶
|
|
江
藤
淳
/
第
一
六
章
死
者
の
越
境
|
|
鶴
見
俊

輔
・
小
田
実

こ
の
著
の
出
だ
し
は
き
つ
い
。
「
第
一
章
モ
ラ
ル
の
焦
土
」
で
は
、
戦
時

中
の
モ
ラ
ル
の
問
題
が
語
ら
れ
る
。
「
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
恐
怖
」

(
四
六
頁
)
を
抱
き
な
が
ら
、
戦
争
協
力
し
た
知
識
人
の
「
弁
解
」
と
「
反
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省
」
と
「
屈
辱
」
と
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
読
者
に
、
「
お
ま
え
も
そ
の
状

況
に
置
か
れ
た
ら
、
ど
う
す
る
の
か
」
と
迫
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
に

も
、
彼
ら
の
内
に
自
分
と
共
通
す
る
醜
さ
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
戦
争
を
再
認
識
す
る
こ
と
か
ら
、
戦
後
と
い
う
時
代
を
生
き
た
、

あ
る
い
は
こ
の
時
代
に
書
か
れ
た
論
考
を
読
ん
で
き
た
者
に
、
自
分
が
明

ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
も
の
を
見
つ
め
直
し
、
ど
う
名
付
け
る
か
求
め

て
い
る
。
敗
戦
か
ら
六
O
年
弱
、
こ
の
著
の
扱
っ
た
最
後
の
時
期
か
ら
三

O
年
経
っ
た
今
本
書
が
世
に
出
た
意
味
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
こ
の
著
の
中
心
を
な
す
「
第
一
の
戦
後
」
と
「
第
二
の
戦
後
」

と
い
う
考
え
方
に
は
同
意
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
当
時
の
日
本
共

産
党
の
影
響
力
の
大
き
さ
|
|
た
と
え
ば
、
昔
読
ん
だ
本
多
秋
伍
の
『
転

向
文
学
論
』
が
、
「
そ
う
い
え
ば
、
日
共
へ
の
対
抗
と
し
で
か
か
れ
て
い
た

の
だ
っ
た
な
」
と
の
再
認
識
を
よ
び
お
こ
す
|
|
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
う
し
て
も
六

0
年
代
後
半
以
降
か
ら
見
て

し
ま
う
私
に
は
、
実
感
・
納
得
で
き
な
い
部
分
が
残
る
の
だ
が
。

次
に
、
私
が
気
に
な
る
二
、
二
一
を
挙
げ
る
。
他
の
読
者
と
ど
れ
だ
け
共

有
で
き
る
か
心
も
と
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
代
を
生
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の

人
の
思
い
が
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

評〉

ま
ず
、
小
熊
が
批
判
す
べ
き
対
象
と
し
て
あ
げ
る
加
藤
典
洋
に
つ
い
て

で
あ
る
。
加
藤
は
、
『
敗
戦
後
論
』
(
一
九
九
七
年
)
に
お
い
て
、
戦
後
の
思

想
構
造
を
次
の
よ
う
に
い
う
。
旧
改
憲
派
は
圏
内
の
戦
死
者
三OO
万
人

を
哀
悼
す
る
が
、
二
0
0
0

万
人
の
他
国
の
死
者
を
位
置
付
け
ら
れ
な
い
。

他
方
、
旧
護
憲
派
は
、
国
外
の
死
者
へ
の
謝
罪
を
言
い
な
が
ら
、
圏
内
の
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死
者
と
の
関
係
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
と
も
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
共
同
関
係
」
(
コ
三O
頁
)
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
置
す
べ
き
な
の

が
、
「
自
国
の
死
者
へ
の
追
悼
を
先
に
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、

わ
た
し
達
を
他
国
の
死
者
へ
の
謝
罪
の
位
置
に
立
た
せ
る
こ
と
へ
と
続
く

あ
り
方
」
(
三
二
二
頁
)
で
あ
る
。

小
熊
は
、
こ
の
点
を
批
判
し
、
加
藤
が
「
自
己
」
に
対
し
て
「
外
か
ら
働

き
か
け
る
『
観
点
』
を
」
「
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
的
な
『
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
』
」
と

し
て
拒
吾
す
る
姿
勢
に
立
つ
、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
主
張
は
『
文
学
、
自
己

の
観
点
に
徹
す
る
』
と
い
う
『
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
』
だ
」
と
し
な
が
ら
、
な
ぜ

「
『
自
国
』
と
い
う
単
位
を
違
和
感
な
く
想
定
で
き
る
の
か
理
解
で
き
な
い
」

と
三
守
つ
も
「
『
自
己
』
に
徹
す
る
と
称
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
『
自
国
』
に

そ
れ
が
す
り
か
わ
っ
て
し
ま
」
(
九
四
八i
九
頁
)
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
に
も
「
白
国
の
死
者
」
は
不
可
解
で
あ
る
。
加
藤
が
「
自
国
の
死
者
」

を
先
に
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
「
た
ん
に
負
け
い

く
さ
に
終
っ
た
戦
争
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
道
義
的
に
も
『
正
義
』
の
な

い
悪
い
戦
争
だ
っ
た
」
、
「
残
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
そ
こ
で
自
国
の
死
者
が

無
意
味
な
死
者
と
な
る
ほ
か
な
い
、
は
じ
め
て
の
戦
争
」
(
五
四
頁
)
だ
っ

た
点
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
前
提
は
、
た
し
か
な
出
発
点
に

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
旧
改
憲
派
は
、
そ
の
戦
争
が
「
悪
い
」
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
考
え
に
は
同
調
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
国
の

戦
死
者
を
先
に
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
を
脱
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
か
、
加
藤
は
説
明
し
て
い
な
い
。

本
書
か
ら
新
し
い
研
究
が
開
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
の



174 

戦
後
教
育
観
に
関
し
て
言
え
ば
、
今
ま
で
、
私
自
身
の
体
験
と
通
史
と
の

聞
に
存
す
る
差
に
つ
い
て
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
少
し
筋
道
だ
っ

て
き
た
。

私
が
あ
る
地
方
都
市
で
義
務
教
育
を
受
け
た
の
は
、
敗
戦
か
ら
一
O
年
も

経
っ
た
一
九
五
五
年
か
ら
六
四
年
ま
で
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
教
育
文
化
は

戦
争
の
残
浮
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
元
日
は
学
校
へ
行
き
、
校
長
先

生
の
話
を
聞
き
ー
ー
も
ち
ろ
ん
、
教
育
勅
語
は
な
か
っ
た
が
|
l
l
、
鰻
頭
か

み
か
ん
だ
か
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
小
学
校
五
、
六
年
の
担
任
は
、
得

意
そ
う
に
、
軍
隊
生
活
|
|
ど
う
や
ら
、
戦
場
に
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
だ
が
|
|
の
体
験
談
を
し
て
い
た
。
体
罰
も
当
然
だ
っ
た
。
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
文
化
の
中
に
戦
争
の
影
を
ど
こ
か
に
残
し
て
い
た
と
思
え
る
。

他
方
、
教
育
史
に
よ
る
と
、
戦
後
は
自
由
な
「
新
教
育
」
の
時
代
で
、

問
題
解
決
学
習
、
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
(
こ
れ
ら
は
、
本
書
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
が
)
。
こ
こ

で
は
、
児
童
が
中
心
で
あ
り
、
教
師
は
無
謬
で
は
な
い
、
と
な
る
。
す
る

と
、
私
の
時
代
は
ゆ
り
戻
し
の
後
だ
っ
た
の
か
。
だ
が
、
そ
う
考
え
る
こ

と
は
不
自
然
で
あ
る
。

小
熊
の
=
=
ヲ
フ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
皆
に
も
た
れ
て
い
た
時
代
と
い
う
観

点
を
こ
こ
に
入
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
新
教
育
」

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
点
で
は
、
劣
等
感
を
持
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ

カ
か
ら
の
輸
入
と
い
う
点
で
、
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
批
判
を
受
け

や
す
い
の
で
あ
る
。
そ
の
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
「
言
葉
が
『
鬼
畜
米

英
』
か
ら
『
民
主
主
義
』
に
変
わ
っ
て
も
、
心
情
や
行
動
様
式
の
ほ
う
は
、

戦
中
か
ら
連
続
し
て
い
た
」
(
三
五
六
頁
)
と
い
わ
れ
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
。

• 

後
藤
竜
二
の
小
品
「
ク
ラ
ス
委
員
選
挙
」
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

た
。
「
ぼ
く
」
は
、
優
等
生
で
今
ま
で
先
生
の
指
名
で
学
級
委
員
長
に
な
っ

て
い
た
が
、
中
学
入
学
後
、
K

先
生
は
、
「
ク
ラ
ス
委
員
は
皆
の
た
め
に
尽

く
す
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
次
の
時
間
ま
で
に
公
約
を
考
え
て
く
る

よ
う
に
」
と
一
言
う
。
「
ぼ
く
」
は
、
当
然
ク
ラ
ス
委
員
に
な
る
も
の
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
考
え
て
い
か
な
い
。
「
ぼ
く
」
を
除
い
て
、
み
な
の
公
約
を

も
と
に
討
論
が
す
す
み
、
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
「
ぼ
く
」
は
と
て
も
な
り
そ

う
に
な
い
ヒ
ト
シ
に
入
れ
た
が
、
ク
ラ
ス
委
員
に
は
、
I

君
が
残
り
の
票

全
部
を
取
っ
て
選
ば
れ
る
。
ヒ
ト
シ
は
、
誰
が
自
分
に
入
れ
た
か
怒
り
出

す
。
「
ぼ
く
」
は
、
立
っ
て
い
る
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
筋
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
人
は
全
員
、
「
ぼ
く
」
も

含
め
て
、
K
先
生
の
問
題
に
気
付
か
な
い
。
K
先
生
は
正
し
く
、
「
ぼ
く
」

は
卑
小
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
学
級
の
た
め
に
尽
く
す
人
を
学

級
委
員
と
し
て
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
K
先
生
の
主
観
で
し
か
な
い
。

そ
れ
が
、
あ
た
か
も
民
主
的
な
も
の
の
よ
う
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「
民
主
主
義
」
の
戦
中
と
の
連
続
が
見
ら
れ
、
そ
れ

に
多
く
の
人
が
気
付
か
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

私
も
似
た
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
K
先
生
は
、
別
に
共

産
党
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
な
く
て
よ
い
。
私
の
会
っ
た
先
生
も
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
に
独
特
だ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
「
民
主
主
義
」
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
優
越
感
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
、
小
熊
に
一
つ
欠
け
る
も
の
が
あ
る
。
戦
後
の
時
代
は
、
ア
メ
リ

カ
文
化
の
優
位
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
日
本
が
戦
争
に
負

け
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
に
肉
を
(
あ
る
い
は
パ
ン
を
牛
乳
を
)
中
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心
と
す
る
食
生
活
を
送
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
言
う
よ
う
な
話
を
、

こ
れ
も
学
校
の
先
生
か
ら
聞
か
さ
れ
た
記
憶
が
私
に
は
あ
る
。
こ
ち
ら
の

側
の
「
日
本
の
劣
等
感
」
も
考
察
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と

も
、
そ
の
先
生
は
、
た
し
か
「
体
力
が
つ
け
ば
、
今
度
ア
メ
リ
カ
と
戦
え

ば
勝
つ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
。

評〉

全
共
闘
を
論
じ
た
「
第
一
三
章
大
衆
社
会
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、

そ
の
最
後
の
叙
述
を
「
日
本
人
」
の
「
加
害
」
を
強
調
し
た
極
限
と
し
て

の
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
に
当
て
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
い
さ
さ
か
驚

か
さ
れ
た
。
著
者
の
こ
の
選
択
は
、
全
共
闘
を
後
へ
の
影
響
と
い
う
視
点

か
ら
見
る
た
め
だ
と
恩
わ
れ
る
。
当
時
提
示
さ
れ
た
問
題
で
後
ま
で
残
っ

て
い
っ
た
の
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
へ
の
加
害
性
、
環
境
問
題
、
あ
る
い
は
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
な
ど
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
全
共
闘
の
思
想
を
表

わ
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
中
の
あ
る
グ
ル
ー

プ
の
持
っ
て
い
た
思
想
で
し
か
な
い
。
東
大
全
共
闘
の
「
自
己
否
定
」
に

し
て
も
そ
う
で
あ
る
。

い
か
に
も
「
正
義
」
を
担
っ
て
い
る
よ
う
な
思
想
は
、
あ
の
運
動
の
中

で
居
心
地
が
悪
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
後
の
反
日
等
々
の
思
想

は
、
全
共
闘
の
中
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
の
は
当
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
は
、
全
共
闘
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
全
共
闘
後
の
総
括
の
仕

方
だ
と
私
に
は
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
参
加
し
た
各
人
に
よ
っ

て
当
然
大
き
く
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
全
共
闘
運
動
の
学
生
た
ち
に
、
高
倉
健
主
演
の
ヤ
ク
ザ
映
画
や
、
三
島

由
紀
夫
の
小
説
を
好
む
者
が
多
か
っ
た
」
(
五
八O
頁
)
に
つ
い
て
。
こ
の
指
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摘
自
体
は
正
し
い
(
な
お
、
小
熊
は
六
0
年
代
の
反
安
保
運
動
に
も
共
通
の
心
性

を
見
出
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
私
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
)
。
そ
し
て
、
こ
の

点
が
オ
ー
ル
ド
世
代
の
反
感
を
招
い
た
の
も
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ

と
が
、
「
右
翼
思
想
」
へ
の
シ
ン
パ
シ
l

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
私
も
、
そ
の
後
、
橘
孝
三
一
郎
、
権
藤
成

郷
、
北
一
輝
を
研
究
対
象
に
選
ん
だ
。
た
し
か
に
、
七0
年
代
初
頭
に
お
い

て
「
右
翼
」
研
究
は
ブ
l

ム
の
感
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
直
接
的

な
シ
ン
パ
シ
ー
か
ら
で
は
な
く
、
当
時
民
衆
を
つ
か
み
か
け
た
と
見
え
た
思

想
の
研
究
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
へ
の
無
批
判
な
支
持
も
、
「
旧

左
翼
」
か
ら
の
外
在
的
な
批
判
も
影
響
力
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
い
っ
た
が
、
こ
の
著
は
、
私
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
。
私
が
こ
れ

を
読
ん
で
い
た
の
は
米
英
対
イ
ラ
ク
戦
争
の
只
中
だ
っ
た
。
独
裁
者
を
吹
っ

飛
ば
し
た
(
さ
れ
た
)
戦
敗
因
と
「
大
義
」
を
必
要
と
し
な
い
戦
勝
国
は
、

本
書
に
登
場
す
る
極
東
の
国
(
で
の
生
き
方
)
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
。

他
方
、
こ
の
間
、
国
立
大
学
の
独
立
行
政
法
人
化
に
反
対
す
る
署
名
の

依
頼
が
来
て
い
た
。
「
権
力
支
配
を
招
く
」
と
の
論
調
は
、
あ
る
い
は
正
し

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
立
大
学
の
外
に
対
し
て
あ
ま
り
説
得
力
が
な
い
。

最
大
の
問
題
は
、
今
ま
で
大
学
が
世
間
に
対
し
て
説
得
で
き
る
よ
う
に
自

ら
の
未
来
像
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

東
京
大
学
は
、
定
年
延
長
を
外
部
の
判
断
に
任
せ
ず
自
分
た
ち
で
決
め
た
。

自
分
た
ち
の
社
会
的
使
命
達
成
の
確
認
を
欠
い
た
ま
ま
に
。
現
在
は
ま
さ

に
、
拡
散
の
時
代
と
い
え
よ
う
。

(
ふ
く
い
・
な
お
ひ
で
/
日
本
近
代
思
想
・
教
育
学
・
笑
い
学
)
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る
。
著
者
は
「
詩
を
書
い
て
い
る
」
と
い
う
現
在
形
で
か
け
る
が
、
ぼ
く

は
過
去
形
で
し
か
書
け
な
い
し
、
し
か
も
そ
れ
は
半
世
紀
近
く
も
ま
え
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
ご
は
本
書
に
も
た
び
た
び
出
て
く
る
小
野
十
三
郎

の
い
わ
ゆ
る
「
七
五
の
魔
」
(
短
歌
的
音
数
律
)
に
と
ら
え
ら
れ
て
、
定
型

短
歌
に
安
住
し
て
い
る
始
末
で
あ
る
。

口
語
自
由
詩
を
書
い
て
い
る
著
者
と
ぼ
く
と
の
距
離
が
、
こ
れ
だ
け
ひ

ら
い
て
い
る
う
え
に
、
著
者
が
引
用
し
て
い
る
文
学
論
、
文
学
作
品
(
詩

歌
を
ふ
く
む
)
を
、
ぼ
く
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
書
評
を
あ
き
ら
め
な
い
の
は
、
本
書
の
全
体
に
わ
た
っ
て
、

同
感
す
る
と
こ
ろ
が
す
く
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
感
の
根
底
に

は
、
共
通
の
社
会
科
学
の
素
養
が
あ
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

著
者
辻
井
喬
は
、
西
武
財
閥
の
指
導
者
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
堤
清
二
で

あ
る
が
、
安
藤
仁
兵
衛
の
『
戦
後
日
本
共
産
党
私
記
』
に
よ
れ
ば
反
レ
ッ

ド
・
パ
l

ジ
闘
争
当
時
、
と
も
に
東
大
共
産
党
細
胞
に
属
し
た
堤
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
東
大
に
な
だ
れ
こ
も
う
と
す
る
早
大
生
を
い
れ
る

た
め
に
「
こ
の
時
、
ハ
ン
マ
ー
で
正
門
の
錠
前
を
叩
き
こ
わ
し
問
を
は
ず

し
た
の
が
堤
で
あ
っ
た
(
こ
の
こ
と
を
後
で
知
っ
た
私
た
ち
は
柔
和
な
堤
の
こ

の
行
動
に
驚
い
た
。
そ
の
と
き
の
有
様
を
彼
は
辻
井
喬
名
の
小
説
『
傍
復
の
季
節

の
中
で
』
で
描
い
て
い
る
)
」
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
の
堤
清
二
が
そ
の
ま
ま
本
書
を
書
い
た
辻
井
喬

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
っ
た
く
の
別
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
「
若
気

の
あ
や
ま
ち
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
一
番
よ
く
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
は
、
四
章
構
成
の
う
ち
の
「
第
二
章
[
文
学
の
]
衰
弱
の

原
因
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
現
代
日
本
の
文
学
お
よ
び
文
化
全
体
の
衰

2仰3

• 
『
伝
統
の
創
造
力
』
(
辻
井
喬
著
、
岩
波
書
店
、
二

O
O
一
年
)

水
田
洋

「
詩
を
書
い
て
い
る
と
伝
統
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る
」
と
い

う
書
き
だ
し
を
見
た
と
た
ん
に
、
こ
れ
は
え
ら
い
も
の
を
ひ
き
う
け
た
と

お
も
っ
た
。
書
評
を
た
の
ま
れ
た
ら
原
則
と
し
て
全
部
ひ
き
う
け
る
こ
と

に
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
う
も
ミ
ス
・
キ
ャ
ス
ト
ら
し
い
の
で
あ

社会思想史研究 No.27



評〉

弱
の
原
因
と
し
て
、
政
治
的
経
済
的
な
力
が
伝
統
の
創
造
力
を
抑
圧
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
力
を
代
表
す
る
の
が
、
一
方
で
は
「
教
育
改
革
国
民
会
議
」

な
ど
の
教
育
改
革
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
伝
統
を
保
守
的
に
歪
曲
し
て
、
教

育
基
本
法
お
よ
び
憲
法
の
改
悪
へ
の
道
を
ひ
ら
こ
う
と
し
て
い
る
。
他
方

で
は
、
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
経
済
至
上
主
義
が
、
文
化
を
経
済
に
、

つ
ま
り
目
的
を
手
段
に
従
属
さ
せ
た
の
だ
と
、
著
者
は
い
い
な
が
ら
、
「
こ

れ
は
『
や
り
た
い
だ
け
や
っ
て
お
い
て
、
よ
く
言
う
よ
』
と
い
う
反
感
を

惹
起
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
自
問
し
て
い
る
。

第
一
の
力
に
た
い
し
て
、
著
者
は
教
育
基
本
法
改
悪
反
対
運
動
に
参
加

し
(
政
財
界
の
主
流
と
対
立
し
て
第
二
の
カ
に
た
い
し
て
は
、
「
西
武
の
堤

清
二
」
と
し
て
の
自
己
批
判
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
か
つ
て
の

私
は
、
経
済
指
標
:
:
:
や
生
産
性
指
標
に
現
れ
る
豊
か
さ
を
少
し
で
も
早

く
広
く
消
費
者
の
豊
か
さ
に
転
化
す
る
こ
と
に
や
り
甲
斐
を
感
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
自
分
が
属
し
て
い
る
企
業
が
盛
ん
に
な
る
こ
と

と
幸
い
一
致
し
て
い
た
。
ど
こ
で
、
ど
の
時
点
か
ら
、
あ
る
べ
き
も
の
の

姿
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
少
し
理
論
と
し
て
も
整
理
し
て
お
か
な

け
れ
ば
、
と
い
う
意
図
で
書
き
は
じ
め
た
文
章
は
:
:
:
『
消
費
社
会
批
判
』

と
し
か
呼
び
ょ
う
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
」

こ
う
し
た
理
想
か
ら
幻
滅
へ
の
転
換
を
、
著
者
は
「
目
標
に
し
て
い
た

も
の
に
近
付
い
て
み
る
と
反
対
物
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
:
:
:
身

辺
に
お
け
る
事
例
だ
っ
た
」
と
い
い
、
ロ
シ
ア
革
命
が
か
か
げ
た
社
会
主

義
の
理
想
も
、
同
様
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
「
伝
統
の
創
造
力
」
と
い
う
題
名
と
な
ん
の
関
係
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が
あ
る
の
か
と
、
疑
問
に
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
以
上

の
よ
う
な
日
本
社
会
の
現
状
批
判
、
あ
る
い
は
「
公
共
(
パ
ブ
リ
ッ
ク
)
と

い
う
意
識
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
」
と
か
「
近
代
的
自
我
が
未
確
立
で
あ

る
」
と
い
う
認
識
に
さ
さ
え
ら
れ
て
、
依
拠
す
べ
き
伝
統
を
も
と
め
る
の

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
伝
統
の
性
格
も
お
の
ず
か
ら
あ
き
ら
か
な
の
で
あ
る
。

第
二
章
の
と
つ
つ
き
ゃ
す
さ
に
惹
か
れ
て
、
第
一
章
を
さ
し
お
い
て
紙

面
を
つ
か
い
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
章
の
最
後
の
節
に
「
明
治
以
後
に
生

ま
れ
た
負
の
特
性
と
し
て
、
わ
が
国
の
文
学
作
品
が
思
想
と
し
て
の
文
脈

と
一
言
葉
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
」
と
あ
る

の
を
引
用
し
て
第
一
章
に
も
ど
ろ
う
。
伝
統
の
創
造
力
と
い
っ
て
も
、
伝

統
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
何
か
を
生
み
だ
し
て
く
る
わ
け
で
は
な
く
、

歪
曲
の
現
実
が
そ
の
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
伝
統
を
埋
没
か
ら
ほ
り
だ

し
て
生
き
か
え
ら
せ
る
に
は
、
そ
れ
を
固
有
の
文
脈
の
な
か
の
思
想
と
し

て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
こ
ち
ら
側
に
も
思
想
と
文

脈
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

「
文
学
の
衰
弱
」
と
題
さ
れ
た
第
一
章
は
、
戦
後
直
後
の
現
代
俳
句
第
二

芸
術
論
(
桑
原
武
夫
)
い
ら
い
の
、
現
代
日
本
文
学
批
判
の
展
望
で
あ
っ

て
、
ほ
か
に
江
藤
淳
、
中
野
好
夫
、
加
藤
周
一
、
中
村
光
夫
、
小
田
切
秀

雄
、
窪
川
鶴
次
郎
、
小
野
十
三
一
郎
、
近
藤
芳
美
、
高
村
光
太
郎
、
金
子
光

晴
、
横
光
利
一
、
小
林
秀
雄
、
中
野
重
治
、
村
上
徹
太
郎
、
野
間
宏
、
丸

山
真
男
、
司
馬
遼
太
郎
、
落
合
直
文
、
正
岡
子
規
、
森
鴎
外
、
与
謝
野
鉄
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幹
、
尾
上
柴
舟
、
折
口
信
夫
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
名
前
ば
か
り
あ

げ
た
の
は
、
一
方
で
は
著
者
の
目
く
ば
り
の
ほ
ど
を
示
す
た
め
で
あ
り
、

他
方
で
は
、
こ
う
い
う
人
び
と
の
議
論
を
、
ぼ
く
が
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
野
が
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」
を
棄
て
ろ
と
書
い
た

こ
と
は
お
ぼ
え
て
い
る
が
、
有
名
な
桑
原
の
第
二
芸
術
論
で
さ
え
、
噂
で

知
っ
た
だ
け
で
見
む
き
も
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
学
論
の
追
跡
の
な

か
か
ら
著
者
が
ひ
き
だ
す
こ
の
章
の
結
論
は
、
小
野
十
三
郎
に
よ
っ
て
「
七

五
の
魔
」
と
よ
ば
れ
は
し
た
が
、
と
に
か
く
依
拠
す
べ
き
定
型
を
も
っ
短

歌
と
俳
句
と
は
ち
が
っ
て
、
口
語
自
由
詩
と
小
説
は
、
衰
退
が
顕
著
で
あ

り
、
そ
の
原
因
は
思
想
性
の
消
滅
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
発
生
の

歴
史
か
ら
見
て
も
近
代
市
民
社
会
の
様
式
で
あ
っ
た
は
ず
の
小
説
が
わ
が

国
の
ば
あ
い
は
社
会
が
共
有
す
る
様
式
に
ま
だ
な
り
得
て
い
な
い
と
い
う

焦
燥
感
」
が
、
国
民
文
学
論
を
生
ん
だ
の
だ
と
、
著
者
は
指
摘
し
、
逆
に

定
型
歌
人
で
あ
る
折
口
が
、
「
行
情
詩
で
あ
る
短
歌
の
今
一
つ
の
欠
陥
は
、

理
論
を
含
む
事
が
出
来
な
い
」
と
、
短
歌
滅
亡
論
を
の
べ
て
い
た
こ
と
を

紹
介
す
る
。
折
口
の
い
う
「
理
論
」
を
「
思
想
」
と
読
み
か
え
て
い
い
だ

ろ
う
。指

摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
市
民
社
会
の
思
想
と
し
て
の
表
現
形
態

の
未
熟
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
第
二
章
の
結
論
と
表
裏
一
体
に
な
る
。

続
く
第
三
章
は
、
「
日
本
文
化
の
伝
統
と
は
何
か
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、

明
治
以
来
、
盲
目
的
な
欧
米
崇
拝
と
偏
狭
な
国
粋
主
義
と
の
不
毛
な
論
争

の
な
か
に
埋
没
し
た
、
日
本
の
美
の
伝
統
を
ほ
り
お
こ
す
作
業
に
あ
て
ら

れ
る
。
「
伝
統
は
近
代
性
に
と
っ
て
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
」
と
い
う
河
上

徹
太
郎
か
ら
の
引
用
(
一
九
三
八
年
)
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
こ
の
作
業
は
、

第
四
章
「
伝
統
の
継
承
」
を
含
め
て
ふ
た
つ
の
方
向
で
お
こ
な
わ
れ
る
(
引

用
の
ま
え
の
著
者
の
文
章
は
乱
れ
て
い
る
と
し
か
お
も
え
な
い
)
。
第
一
は
、
保

守
勢
力
(
た
と
え
ば
「
教
育
改
革
国
民
会
議
」
)
に
よ
っ
て
伝
統
と
さ
れ
て
い

る
人
物
、
風
景
・
観
念
を
、
歴
史
的
に
検
討
し
て
実
像
を
ほ
り
お
こ
す
こ

と
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
歪
曲
が
文
学
作
品
に
あ
た
え
た

影
響
(
順
応
ど
反
発
)
の
例
証
で
あ
る
。

第
一
の
方
向
で
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
楠
木
正
成
、
西
郷
隆
盛
、
富
士

山
、
わ
び
・
さ
び
、
幽
玄
で
あ
り
、
さ
ら
に
地
・
水
・
風
・
植
物
・
時
間

に
つ
い
て
の
日
本
人
の
美
意
識
で
あ
る
が
、
ぼ
く
に
は
、
は
じ
め
の
三
つ

は
す
ぐ
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
あ
と
の
観
念
に
つ
い
て
は
発
言
の
資
格
が

な
い
。
た
だ
、
わ
び
・
さ
び
と
い
う
こ
と
ば
を
読
ん
で
、
お
も
い
だ
し
た

こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
た
し
か
一
九
六
二
年
、
プ
ダ
ベ
ス
ト
で
、
亡
命
(
追
放
)
か
ら

帰
国
し
た
ル
カ
l

チ
に
あ
っ
た
直
後
だ
っ
た
。
フ
エ
レ
ン
ツ
・
ホ
ッ
プ
東

洋
美
術
館
の
一
室
で
羽
仁
協
子
と
雑
談
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
館
長
の
ホ

ル
ヴ
ア
l

ト
さ
ん
が
は
い
っ
て
き
た
。
日
本
滞
在
八
年
の
研
究
者
、
日
本

文
化
の
崇
拝
者
で
あ
る
。
「
ホ
ル
ヴ
アl
ト
さ
ん
、
わ
び
と
か
さ
び
と
か

い
っ
た
っ
て
、
現
実
逃
避
で
し
ょ
う
」
と
ぼ
く
が
挑
発
す
る
と
、
か
れ
は

き
っ
と
な
っ
て
反
論
し
た
。
「
わ
び
、
さ
ぴ
は
現
実
逃
避
の
こ
と
あ
り
ま
せ

ん
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
も
あ
り
ま
す
。
」
コ
ト
ア
リ
マ
セ
ン
と
い
う
口
調

を
、
ぼ
く
が
ま
だ
お
ぼ
え
て
い
る
ほ
ど
、
は
っ
き
り
し
た
反
論
だ
っ
た
。

そ
の
と
き
ぼ
く
が
へ
ツ
セ
の
『
荒
野
の
狼
』
を
お
も
い
だ
し
た
こ
と
が
、

記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
わ
び
と
さ
び
や
仏
教
が
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
と
ま
っ

た
く
ち
が
っ
た
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。 2003 

• 
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著
者
も
第
四
章
で
、
タ
ウ
ト
や
マ
ル
ロ
ー
が
わ
び
と
さ
び
に
注
目
し
た
こ

と
を
あ
げ
、
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
に
言
及
し
た
の
ち
に
、
そ
れ
ら
を
ふ
く
む

本
居
宣
長
や
菅
原
道
真
の
美
学
が
、
い
か
に
歪
曲
さ
れ
て
い
る
か
を
あ
き

ら
か
に
し
た
。
議
論
の
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
い
う
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
び
と
の
ほ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
を
偏
見
で
な
く
直
視
で

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
え
に
も
書
い
た
よ
う
に
伝
統
の
創
造
力
と
い
っ
て
も
、
伝
統
が
自
動

的
に
何
か
を
創
造
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
創
造
す
る
主
体
の
確
立
が
問
題

な
の
だ
か
ら
、
過
去
と
し
て
の
伝
統
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
さ

れ
は
歪
曲
へ
の
批
判
と
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
)
の
つ
ぎ
に
、
真
実
の
伝
統

が
ど
う
生
き
て
い
る
か
(
生
か
す
か
)
に
目
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
説
明
(
と
お
も
わ
れ
る
も
の
)
は
、

ひ
じ
よ
う
に
お
も
し
ろ
い
が
、
明
快
で
は
な
い
。

著
者
は
、
斉
藤
茂
吉
と
高
村
光
太
郎
の
敗
戦
体
験
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

対
比
す
る
。
「
近
代
日
本
が
敗
北
し
た
と
き
、
光
太
郎
に
と
っ
て
は
自
分
が

敗
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
立
ち
直
る
た
め
に
は
自
分
を
再
構
成
す
る
し
か
な

か
っ
た
。
茂
吉
の
場
合
、
伝
統
が
続
い
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
敗
戦
は
悲
し

い
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
自
分
の
敗
戦
で
は
な
か
っ
た
。
」
ふ
た
り
と
も
戦
争

賛
美
で
は
共
通
し
て
い
た
が
、
光
太
郎
の
な
か
の
近
代
的
自
我
は
、
自
己

の
敗
北
と
戦
争
責
任
を
痛
感
す
る
の
に
、
茂
吉
は
自
我
の
苦
悩
な
し
に
伝

統
と
時
流
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
よ
う
な

茂
吉
が
、
戦
後
の
『
白
き
山
』
で
お
お
く
の
駄
作
と
と
も
に
絶
唱
を
生
み

だ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
伝
統
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
、
ヴ
に
も
ポ
ジ
テ
イ

ヴ
(
創
造
力
と
し
て
)
に
も
働
い
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
伝
統
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の
作
用
の
こ
の
ふ
た
つ
の
方
向
の
関
係
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
叙
述
は
茂

吉
の
鴨
山
探
訪
へ
の
小
野
十
三
郎
の
評
価
へ
と
、
な
が
れ
て
い
く
。
こ
う

い
う
茂
吉
に
し
て
も
小
野
に
し
て
も
、
著
者
は
伝
統
の
創
造
性
の
例
と
し

て
あ
げ
た
の
だ
ろ
う
が
、
創
造
の
結
果
へ
の
つ
な
が
り
は
あ
き
ら
か
で
な

い
。
小
野
に
つ
い
て
は
、
著
者
が
し
ば
し
ば
言
及
し
た
「
七
五
の
魔
」
ど

の
た
た
か
い
を
、
こ
の
関
連
で
こ
そ
い
う
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。

光
太
郎
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
「
伝
統
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

仕
事
を
続
け
て
き
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
か
れ
の
自
己
批
判
と
そ

の
ご
の
創
造
活
動
の
、
ど
こ
に
伝
統
が
働
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
伝
統
と
戦
時
の
創
造
活
動
の
関
係
の
例
と
し
て
は
、
「
海
ゆ
か
ば
」
の

作
曲
者
、
信
時
潔
の
ほ
う
が
適
当
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
保
守
勢
力
に
よ
る
伝
統
歪
曲
に
た
い
す
る
著

者
の
批
判
は
、
明
快
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
異
議
は
な
い
。
し
か
し
、
伝
統

の
創
造
性
あ
る
い
は
創
造
の
成
果
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
こ
ろ
ま

で
は
い
か
な
か
っ
た
。
こ
と
の
性
質
上
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
手
が
か
り
と
お
も
わ
れ
る
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。

そ
れ
は
著
者
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
司
荒
地
』
に
何
度
か
言
及
す
る
な
か
で
、

シ
ュ
タ
l

ン
ベ
ル
ガ
l

湖
畔
の
膝
雨
の
な
か
で
の
リ
ト
ア
ニ
ア
生
ま
れ
ド

イ
ツ
人
の
告
白
を
あ
げ
、
そ
の
意
味
(
し
た
が
っ
て
詩
の
意
味
)
を
理
解
す

る
に
は
、
一
九
二
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
こ
に
ま
た
「
文
脈
」
が
出
て
く
る
の
を
読
ん
で
お
も
い
だ
し
た
の
は
、

五
十
年
近
く
ま
え
に
、
ワ
l

ズ
ワ
ス
の
作
品
を
文
脈
か
ら
理
解
す
る
こ
と

を
教
え
ら
れ
た
、
ヴ
イ
ク
タ
l

・
キ
ア
ナ
ン
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文

は
、
『
民
主
主
義
と
労
働
運
動
』
(
一
九
五
四
年
)
と
い
う
論
文
集
の
な
か
に

あ
り
、
『
タ
イ
ム
ズ
文
芸
付
録
』
で
は
、
共
産
党
員
の
義
務
に
忠
実
な
作
品

と
し
て
さ
ん
ざ
ん
の
評
価
だ
っ
た
も
の
だ
が
、
ぼ
く
は
お
な
じ
巻
の
ク
リ

ス
ト
フ
ァ

l

・
ヒ
ル
の
『
ノ
ル
マ
ン
の
親
』
と
な
ら
ぶ
力
作
だ
と
お
も
っ

て
い
る
。

過
去
の
思
想
あ
る
い
は
作
品
を
、
当
時
の
文
脈
を
ふ
く
め
て
で
き
る
だ

け
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
現
在
の
自
分
の
文
脈
に
移

し
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
業
を
著
者
が
強
調
す
る
「
批
評
」
と

よ
ん
で
い
い
な
ら
ば
(
印
象
批
評
と
い
う
蔑
称
は
の
ぞ
い
て
て
そ
れ
は
伝
統

の
創
造
力
と
主
体
を
確
立
す
る
仕
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
ア
ナ
ン
も

ヒ
ル
も
そ
れ
を
や
り
、
ぼ
く
は
か
れ
ら
イ
、
キ
リ
ス
共
産
党
員
か
ら
ま
な
ん

だ
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
帰
っ
て
み
る
と
、
歴
史
と
思
想
史
は
別
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
歴
史
は
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
の
、
下
部
構
造
の
支
配
の
も

と
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
素
朴
マ
ル
ク
ス
主
義
あ
る
い
は
夕
、
ダ

モ
ノ
史
観
に
対
置
さ
れ
る
ソ
フ
イ
ス
テ
イ
ケ
イ
卜
さ
れ
た
(
洗
練
さ
れ
た
と

で
も
訳
し
て
お
く
)
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
そ
の
正
確

な
意
味
は
さ
て
お
い
て
、
著
者
の
方
法
が
そ
う
だ
と
い
っ
た
ら
、
苦
笑
さ

れ
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
経
過
し
な
け
れ
ば

こ
の
本
は
書
け
な
い
し
、
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
貢
献
は
、
な
に
よ
り
も
こ

の
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

著
者
が
批
評
の
役
割
を
強
調
す
る
の
を
読
ん
で
、
六
五
年
ぐ
ら
い
ま
え

の
学
生
時
代
の
、
お
ぼ
ろ
げ
な
読
書
の
記
憶
の
な
か
か
ら
、
う
か
び
あ
が
っ

て
き
た
の
は
、
戸
坂
潤
が
批
評
つ
ま
り
ク
リ
テ
イ
シ
ズ
ム
を
強
調
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
は
か
れ
の
主
張
内
容
を
ふ
り
か
え
る
余
裕
が
な
い

が
、
そ
の
ご
、
文
筆
を
業
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
無
意
識
的
に
習
慣
と

し
て
し
ま
っ
た
、
対
象
と
自
分
の
双
方
の
無
駄
を
そ
ぎ
お
と
す
と
と
(
そ

れ
は
同
時
に
文
脈
の
確
認
で
あ
る
)
を
、
ク
リ
テ
イ
シ
ズ
ム
と
よ
べ
な
い
だ

ろ
う
か
。
ぼ
く
の
文
章
が
論
理
的
だ
と
何
人
か
に
い
わ
れ
た
の
は
、
こ
の

こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
学
生
時
代
に
は
、
論
理
性
の
欠
如

を
何
度
か
思
師
に
指
摘
さ
れ
た
も
の
だ
が
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ク
リ
テ
イ
シ
ズ
ム
と
い
う
仕
事
が
成
立
し
た
の
は
、

十
八
世
紀
な
か
ば
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
思
想
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
そ
の
先
駆
的
な
著
作
群
の
な
か
に
、
『
ク
リ
テ
イ
シ
ズ
ム
の
原
理
』
(
一

七
六
一
年
)
と
い
う
こ
巻
で
千
ペ
ー
ジ
を
こ
え
る
大
著
が
あ
る
。
匿
名
の

著
者
は
ケ
イ
ム
ズ
卿
へ
ン
リ
・
ヒ
ュl
ム
と
い
っ
て
、
デ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
l

ム
の
論
敵
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
ぼ
く
は
こ
の
大

著
の
内
容
よ
り
も
、
そ
れ
を
書
か
せ
た
時
代
の
風
潮
を
考
え
る
。
そ
れ
が

D
・
ヒ
ュ
l

ム
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
批
判
的
思
想
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

さ
い
ご
は
書
評
を
こ
え
て
我
田
引
水
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
の
本
の
性
格
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は

2ω3 

• 

(
み
ず
た
・
ひ
ろ
し
)
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『
一
言
語
と
し
て
の
民
族
1
3
2
1

と
民
族
問
題
』

(
相
田
慎
一
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
O
O
二
年
)

丸
山
敬

相
田
氏
の
こ
の
大
著
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
第
一
部
は
カ
ウ
ツ

キ
!
の
「
言
語
と
し
て
の
民
族
論
」
の
形
成
と
展
開
の
過
程
を
追
究
し
た

部
分
で
あ
り
、
第
二
部
は
カ
ウ
ツ
キ
l

を
中
心
に
パ
ウ
ア
ー
や
東
欧
の
ユ

ダ
ヤ
人
社
会
主
義
者
た
ち
の
ユ
ダ
ヤ
人
論
を
比
較
検
討
し
た
部
分
で
あ
り
、

第
三
部
は
二
十
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
支
持
者
や
党
員
の
社

会
的
構
成
を
め
ぐ
る
論
争
を
扱
っ
た
部
分
で
あ
る
。
カ
ウ
ツ
キ
!
の
民
族
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理
論
の
研
究
を
主
た
る
課
題
と
す
る
本
書
に
と
っ
て
第
三
部
の
内
容
は
い

さ
さ
か
異
質
で
あ
り
、
本
書
の
統
一
を
損
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
著

者
自
身
こ
の
論
文
を
本
書
に
収
録
す
る
こ
と
に
苦
慮
し
た
こ
と
を
「
あ
と

が
き
」
で
告
白
し
て
い
る
が
、
「
社
会
民
主
党
に
お
け
る
『
国
民
の
問
題
』

と
す
る
こ
と
で
本
書
の
構
成
に
調
和
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
」

(
五
八
三
頁
)
と
い
う
弁
明
は
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
第

三
部
だ
け
で
も
一
五
O
頁
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
同
じ
テ

1
7

の
他
の
論
文

と
合
わ
せ
て
別
の
本
と
し
て
出
版
し
た
方
が
は
る
か
に
す
っ
き
り
し
た
も

の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
評
で
は
第
三
部
は
扱
わ
な

'uv 

さ
て
内
容
に
入
ろ
う
。
第
一
部
第
一
章
で
は
カ
ウ
ツ
キ
l

の
「
言
語
と

し
て
の
民
族
」
論
の
形
成
過
程
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
一

八
七
五
年
ま
だ
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
青
年
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
ド

イ
ツ
社
会
民
主
党
の
機
関
紙
『
フ
オ
ル
ク
ス
シ
ュ
タl
ト
』
に
書
い
た
「
民

族
問
題
1
1

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
同
志
か
ら
」
の
な
か
で
は
、
民
族
を
結

び
付
け
る
紐
帯
と
し
て
「
一
言
語
の
共
通
性
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
利
害
と
歴

史
の
共
通
性
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
オ
ツ
ト
l

・

パ
ウ
ア
l

の
「
民
族
u

運
命
共
同
体
」
論
に
近
か
っ
た
、
と
相
回
氏
は
い

う
。
し
か
し
、
相
田
氏
の
引
用
し
て
い
る
文
章
の
な
か
で
は
ご
緒
に
暮

ら
し
て
い
る
大
多
数
の
人
間
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
紐
帯
は
、
一
一
言
語
、
血

統
、
利
害
そ
し
て
歴
史
の
共
通
性
か
ら
作
ら
れ
る
」
(
コ
一
九
頁
)
と
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
「
言
語
」
が
ま
ず
冒
頭
に
挙
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事

実
を
な
ぜ
相
田
氏
は
無
視
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
直
ち
に
反
論
す
る

で
あ
ろ
う
。
「
次
の
文
章
を
見
よ
、
そ
こ
に
は
『
民
族
Z
邑
。
E
E
吾
が
形



182 

成
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
因
が
作
用
す
る
必
要
は
な
い
。
文

字
通
り
、
言
語
や
血
統
の
共
通
性
が
な
い
北
ア
メ
リ
カ
民
族
Z
邑
g

が
存

在
し
て
い
る
』
と
書
い
て
あ
る
で
は
な
い
か
へ
と
。
だ
が
、
こ
れ
は
誤
訳

に
基
づ
く
誤
解
で
あ
る
。
相
田
氏
は
本
書
の
「
序
章
」
で
カ
ウ
ツ
キ
l

に

依
拠
し
な
が
ら
民
族
を
め
ぐ
る
用
語
と
概
念
を
厳
密
に
区
別
す
べ
き
こ
と

を
強
調
し
、
な
甲
山
包
。
ロ
ョ
に
は
「
国
民
」
の
訳
語
を
当
て
る
べ
き
こ
と
を
主

張
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
こ
で
は
「
北
ア
メ
リ
カ
民
族
」
と
な
っ
て

い
て
、
「
北
ア
メ
リ
カ
国
民
」
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、

こ
の
時
点
で
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
ま
だ
Z
白
C
O
E
-
-
S
H
と

Z
巳
5
ロ
を
厳
密
に

区
別
し
て
使
っ
て
お
ら
ず
、
こ
う
訳
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
、
と
い
う

反
論
も
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
北
ア
メ
リ
カ
民
族
」
な
ど
と
い
う

民
族
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
何
民
族
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
が
正
し
く
「
北
ア
メ
リ
カ
国
民
」
と
訳
さ
れ
て
い
れ
ば
、

当
然
こ
れ
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
民
」
を
意
味
し
、
多
民
族
国
家
で
は

「
国
民
」
は
さ
ま
ざ
ま
の
言
語
や
血
統
の
人
々
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
利

害
や
歴
史
の
共
通
性
が
彼
ら
を
一
つ
の
国
家
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
き
わ
め
て
自
明
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
大
学

生
の
頃
に
書
い
た
論
文
を
そ
れ
程
重
視
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は

ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
相
田
氏
が
本
書
の
三
九
|
四
O
頁
に
引
用
し

て
い
る
文
章
か
ら
は
、
カ
ウ
ツ
キ
1

が
若
き
頃
、
民
族
を
結
び
つ
け
る
要

因
と
し
て
「
言
語
の
共
通
性
」
を
軽
視
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
結
論
を
引

き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
若
き
頃
よ
り
「
言
語
の
共
通
性
」
を
第

一
に
挙
げ
、
そ
の
他
の
諸
要
因
(
血
統
、
利
害
、
歴
史
の
共
通
性
な
ど
)
を
も

併
せ
て
重
視
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
分
か
る
だ
け
で
あ
る
。

相
回
氏
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
後
カ
ウ
ツ
キ
l

は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

『
反
デ
ュ
l

リ
ン
グ
論
』
の
影
響
を
受
け
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
な
り
、
「
民

族
H
言
語
共
同
体
」
説
に
次
第
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
氏

の
著
作
に
は
至
る
所
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
カ
ウ
ツ
キ
l

の
『
言
語
と
し

て
の
民
族
』
論
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
さ
一
九
、
四
O
、
四
二
、
四
六
、

五
二
頁
な
ど
)
。
だ
が
、
こ
れ
は
奇
妙
な
表
現
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者

で
あ
る
こ
と
と
「
言
語
と
し
て
の
民
族
」
論
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
必
然

性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
る
も
の
は
す
べ
て
「
民

族
H
言
語
共
同
体
」
論
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な
れ
ば
皆
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
カ
ウ
ツ
キ
1

は
一
八
八
七
年
の
「
近
代
の
民
族
三

一
八
九
六
年
の
「
ポ
ロ
ネ
ー
ズ
は
終
わ
っ
た
の
か
?
」
な
ど
の
諸
論
文
で

次
第
に
「
民
族
H

言
語
共
同
体
」
説
を
深
め
て
い
き
、
つ
い
に
一
九O
四

年
の
論
文
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
危
機
」
に
お
い
て
こ
れ
を
最
終
的
に
定
式

化
し
た
、
と
相
田
氏
は
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ウ
ツ
キl
は
晩
年
に
な
っ

て
大
著
『
唯
物
史
観
』
(
一
九
二
七
年
)
を
書
き
、
民
族
本
質
論
に
関
し
て

パ
ウ
ア
!
と
自
分
と
の
聞
に
は
そ
れ
程
大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
「
自
分
が
言
語
共
同
体
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
パ
ウ
アl
は
性
格
共

同
体
を
強
調
す
る
」
と
い
う
だ
け
の
単
な
る
力
点
の
置
き
方
の
違
い
が
あ

る
程
度
に
す
ぎ
ず
、
「
私
は
、
個
々
の
国
民
や
民
族
を
単
に
言
語
共
同
体
と

し
て
研
究
す
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
と

い
う
オ
ッ
ト
l

・
パ
ウ
ア
l

の
主
張
に
喜
ん
で
賛
成
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ウ
ツ
キ
l

は
パ
ウ
ア
l

に
近
づ
き
、
「
二

2ω3 

• 
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O
年
に
わ
た
る
バ
ウ
ア
ー
と
の
論
争
は
幕
を
お
ろ
し
た
の
で
あ
っ
た
」
(
八

六
頁
)
、
と
相
田
氏
は
い
う
。

相
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
初
め
カ
ウ
ツ
キ
ー
に
は
「
民
族H
言
語
共
同

体
」
説
を
第
一
義
的
な
定
義
と
し
て
主
張
す
る
姿
勢
は
な
く
、
む
し
ろ
パ

ウ
ア
l

の
「
民
族
H

運
命
共
同
体
」
論
に
近
い
見
解
を
と
っ
て
い
た
が
、
次

第
に
言
語
共
同
体
説
を
強
力
に
唱
え
る
よ
う
に
な
り
、
晩
年
に
な
っ
て
再

び
パ
ワ
ア
l

説
に
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
カ
ウ
ツ
キ
ー

に
は
民
族
本
質
論
に
関
し
て
理
論
的
振
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。
そ
も
そ
も
民
族
が
言
語
共
同
体
で

あ
る
、
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
の
に
そ
ん
な
に
高
度
な
知
性
を
必
要
と

す
る
だ
ろ
う
か
。
外
国
を
一
度
で
も
旅
行
し
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
で

も
痛
感
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
多
民
族
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
々
は
日
々

そ
れ
を
実
感
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
民
族u言
語
共
同
体
」

説
な
ど
は
改
め
て
問
題
に
す
る
必
要
も
な
い
き
わ
め
て
自
明
な
こ
と
な
の

で
あ
る
。
誰
で
も
民
族
を
定
義
せ
よ
と
言
わ
れ
れ
ば
真
っ
先
に
三
豆
諸
の

共
通
性
」
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
言
語
だ
け
で
は
不
十
分
な
こ
と
に

す
ぐ
気
づ
き
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
(
た
と
え
ば
、
地
域
、
歴
史
、

宗
教
、
文
化
、
風
俗
習
慣
、
運
命
、
経
済
生
活
な
ど
の
共
通
性
)
を
挙
歩
け
る
で

あ
ろ
う
。
カ
ウ
ツ
キ

l

も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
も
ま
た
言
語
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
初
め
か
ら
民
族
の
属
性
と

し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ア
!
と
カ
ウ
ツ
キ
l

の
聞

に
は
、
民
族
本
質
論
に
関
し
て
初
め
か
ら
そ
れ
程
大
き
な
違
い
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
当
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
で
は
、

民
族
問
題
が
言
語
闘
争
の
形
を
と
っ
て
激
し
く
闘
わ
れ
て
い
た
た
め
、
カ
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ウ
ツ
キ
l

は
「
言
語
共
同
体
」

け
の
こ
と
で
あ
る
。

本
書
に
つ
い
て
す
で
に
書
評
を
書
い
て
お
ら
れ
る
太
田
仁
樹
氏
も
、
「
民

族
H

言
語
共
同
体
」
説
は
カ
ウ
ツ
キ
l

の
民
族
理
論
の
周
辺
部
に
位
置
す

る
だ
け
で
あ
り
、
彼
の
民
族
理
論
を
そ
れ
だ
け
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
と
、

折
角
の
カ
ウ
ツ
キ
l

の
議
論
の
豊
か
な
内
容
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
批
判
し
て
い
る
。

第
二
部
の
第
四
章
「
カ
ウ
ツ
キ

l

の
ユ
ダ
ヤ
人
規
定
」
に
つ
い
て
は
、

本
書
の
出
版
以
前
に
す
で
に
相
田
氏
と
黒
滝
正
昭
氏
と
の
問
で
論
争
が

あ
っ
た
。
論
点
は
た
だ
ひ
と
つ
、
相
田
氏
が
カ
ウ
ツ
キ

l

は
全
体
と
し
て

の
ユ
ダ
ヤ
人
は
「
宗
教
共
同
体
」
な
い
し
「
カ
|
ス
ト
」
、
東
欧
の
ユ
ダ
ヤ

人
は
最
終
的
同
化
に
到
る
ま
で
の
一
時
的
・
過
渡
的
形
態
で
は
あ
る
が
現

在
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
「
民
族
的
存
在
」
だ
、
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
の

に
対
し
、
黒
滝
氏
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
を
話
す
東
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
が

「
カi

ス
ト
」
で
あ
っ
て
、
全
世
界
に
分
散
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
も
は
や

カ
l

ス
ト
で
さ
え
も
な
い
の
だ
、
と
カ
ウ
ツ
キ
l

は
考
え
て
い
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
黒
滝
氏
の
批
判
に
対
し
、
相
田
氏
は
た
し
か
に
一
九
O
八

年
の
カ
ウ
ツ
キ
l

の
論
文
「
民
族
性
と
国
際
性
」
だ
け
を
読
め
ば
、
そ
う

思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
他
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
論
じ
た
多
く
の

論
文
、
と
り
わ
け
一
九
一
四
年
の
著
書
『
人
種
と
ユ
ダ
ヤ
人
層
』
を
読
め

ば
相
田
説
の
正
し
さ
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
と
反
論
し
た
。
黒
滝
氏
は
、
相

田
氏
の
挙
げ
た
す
べ
て
の
文
献
に
目
を
通
し
た
が
、
や
は
り
自
説
を
撤
回

す
る
つ
も
り
の
な
い
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
石
。

こ
の
論
争
の
詳
細
に
こ
こ
で
立
ち
入
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

説
に
力
点
を
お
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ

た
だ
相
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田
氏
が
本
書
の
二
七
O
頁
の
注

(
2
)
で
黒
滝
「
氏
と
は
依
然
と
し
て
見

解
を
異
に
す
る
に
し
て
も
:
:
:
こ
こ
で
は
氏
へ
の
反
論
を
行
わ
ず
、
読
者

に
こ
の
黒
滝
論
文
へ
の
参
照
を
勧
め
る
に
と
ど
め
た
い
」
と
だ
け
述
べ
て

い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
本
書
の
出
版
直
前
で
時
間
が
な
か
っ
た
の
だ
と

恩
わ
れ
る
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
黒
滝
説
へ
の
反
論
の
出
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

ど
う
し
て
も
納
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
訳
語
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ

は
2
5
5

門
間3
3

∞
n
E
停
を
い
つ
も
「
形
質
共
同
体
」
と
訳
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
「
形
質
」
と
い
う
言
葉
を
『
広
辞
苑
』
で
引
く
と
「
生
物
の

分
類
の
指
標
と
な
る
、
形
態
的
な
要
素
・
特
徴
・
標
徴
」
と
な
っ
て
い
て
、

こ
れ
を
人
類
に
当
て
は
め
れ
ば
自
然
人
類
学
な
ど
で
使
う
人
間
の
外
面
的
・

肉
体
的
特
徴
を
表
す
言
葉
と
な
る
。
パ
ウ
ア
l

の
い
う
「
性
格
共
同
体
」

(
こ
の
「
性
格
」
と
い
う
訳
語
が
ほ
ん
と
う
に
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
ぬ

が
、
「
形
質
」
よ
り
は
は
る
か
に
ま
し
だ
と
思
う
)
と
い
う
概
念
は
そ
の
よ
う

な
外
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
精
神
の
基
本
構
造
、
知
的
・
美
学
的
趣

向
、
同
一
の
刺
激
へ
の
反
応
の
仕
方
:
:
:
の
相
違
」
と
い
っ
た
き
わ
め
て

内
面
的
・
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
以
前
か
ら
の
個
人
的
な
指
摘
に
も
か

か
わ
ら
ず
こ
の
訳
語
を
繰
り
返
し
使
い
続
け
る
著
者
の
頑
迷
さ
に
は
あ
き

れ
る
ほ
か
は
な
い
。

最
後
に
、
こ
の
本
の
厚
さ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
本
書
は
六

百
頁
の
大
著
で
あ
る
。
な
、
ぜ
こ
ん
な
に
厚
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思

う
に
、①

論
理
展
開
が
き
わ
め
て
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
。
ス
ロ
i

ラ
イ
フ
の
も

て
は
や
さ
れ
る
時
代
に
は
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
ん
で
い
て
い

• 

ら
い
ら
さ
せ
ら
れ
る
。

②
引
用
文
が
多
く
、
し
か
も
長
す
ぎ
る
(
「
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
よ
う
」

と
い
う
表
現
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
み
ら
れ
る
)
。

③
代
名
詞
を
使
わ
ず
に
同
じ
名
詞
を
繰
り
返
し
使
う
こ
と
が
多
い
。
た

と
え
ば
、
二
一
一
七
頁
の
四
行
目
か
ら
五
行
目
に
は
「
カ
ウ
ツ
キ
l

は
、
一

九
二
二
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
を
論
じ
た
著
書
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』
を

出
版
す
る
。
こ
の
一
九
二
二
年
の
カ
ウ
ツ
キ
l

の
著
書
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』

は
・
:
:
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
二
回
目
に
は
「
こ
の
本
は
」
と
書
け
ば

い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
一
八
六
頁
の
三
行
自
と
五
行
目
に
も
同
じ

よ
う
な
重
複
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
三
行
目
に
「
パ
ウ
ア
ー
ら
の
『
同
化
論

的
な
い
し
半
同
化
論
的
社
会
主
義
者
』
の
同
化
論
に
対
す
る
カ
ザ
ノ
ヴ
イ
ツ

チ
の
第
一
の
批
判
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
て
、
次
い
で
五
行
目
に
「
パ

ウ
ア
ー
ら
の
『
同
化
論
的
な
い
し
半
同
化
論
的
社
会
主
義
者
」
の
同
化
論

に
対
す
る
カ
ザ
ノ
ヴ
イ
ツ
チ
の
批
判
は
こ
れ
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
へ

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
こ
は
た
だ
「
彼
の
批
判
は
こ
れ
に
つ
き
る

も
の
で
は
な
い
」
と
書
け
ば
済
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

④
一
段
落
す
る
ご
と
に
「
こ
の
よ
う
に
:
:
;
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、

今
ま
で
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
「
念
押
し
す
る
」
こ

と
が
き
わ
め
て
多
い
。
た
と
え
ば
一
五
九
頁
、
一
六
三
頁
、
一
六
九
頁
、

三
二
二
頁
、
三
二
五
頁
な
ど
。
こ
の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
が
こ
の
本
を
不

必
要
に
厚
い
も
の
に
し
、
読
者
に
し
つ
こ
く
、
く
ど
い
印
象
を
与
え
る
原

因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
こ
の
三
分
の
一
程
度
の
分
量
で

ま
っ
た
く
同
じ
内
容
の
本
を
書
く
よ
う
、
文
章
修
行
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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以
上
多
く
の
苦
言
を
呈
し
て
き
た
が
、
本
書
が
現
在
の
我
が
国
で
唯
一

の
、
最
も
包
括
的
な
カ
ウ
ツ
キ
|
民
族
理
論
の
研
究
書
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
二
年
前
に
は
オ
ッ
ト

l

・
パ
ウ
ア
l

の
大
著
『
民
族
問
題

と
社
会
民
主
主
義
』
(
御
茶
の
水
書
房
、
三
O
O

一
年
)
も
邦
訳
出
版
さ
れ
た
。

パ
ウ
ア
l

の
先
輩
カ
l

ル
・
レ
ン
ナ
l

の
民
族
問
題
に
関
す
る
著
作
の
翻

訳
や
研
究
も
太
田
仁
樹
氏
や
回
口
晃
・
福
田
宏
氏
な
ど
に
よ
っ
て
現
在
進

行
中
で
あ
る
。
代
表
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
民
族
理
論
が
欠
落
な
し
に

全
体
と
し
て
概
観
で
き
る
日
も
そ
う
遠
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

(
ま
る
や
ま
・
け
い
い
ち
/
政
治
学
)

注
「1

太
田
仁
樹
「
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
史
研
究
の
課
題
(
日
)
|
|
相
田
慎

一
著
『
言
語
と
し
て
の
民
族
|
|
カ
ウ
ツ
キ
!
と
民
族
問
題
』
に
よ
せ

て
」
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
三
四
巻
第
三
号
、
二O
O
二
年
。

黒
滝
正
昭
「
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ

l

の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
把
握
に
つ
い
て

l
l

相
田
慎
一
氏
の
批
判
に
答
え
る
」
研
究
年
報
『
経
済
学
』
(
東
北
大

学
)
〈
o
-
-
s・
2
。
・
串
二O
O

一
年
。
「
カl

ル
・
カ
ウ
ツ
キ
!
の
ユ
ダ

ヤ
人
論
|
|
相
田
慎
一
氏
の
所
説
の
吟
味
」
『
宮
城
学
院
女
子
大
学
人
文

社
会
科
学
論
叢
』
第
十
号
、
二
O
O

一
年
。

2 
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I 『
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
ア
ラ
ブ
問
題

|
|
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
軌
跡
一
九

O
五
一
九
三
九
』

(
森
ま
り
子
著
、
岩
波
書
店
、
二O
O
二
年
)

ダ
ヤ
人
の
方
だ
っ
た
。

一
九
四
七
年
十
一
月
二
十
九
日
に
国
連
で
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
が
採

択
さ
れ
る
と
、
パ
レ
ス
チ
ナ
は
内
戦
状
態
に
突
入
し
た
。
こ
の
と
き
ユ
ダ

ヤ
人
の
軍
隊
と
入
植
地
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
村
々
の
破

壊
と
住
民
の
追
放
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
破
壊
と
追
放
は
、
軍
事
行
動
の
過

程
で
偶
発
的
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
シ
オ
ニ
ス
ト
執
行
部
は
、
す
で

に
一
九
三
七
年
に
「
住
民
移
送
委
員
会
」
を
設
立
し
、
ア
ラ
ブ
人
住
民
の

移
送
計
画
を
立
案
し
て
い
た
。
一
九
四
七
年
の
破
壊
と
追
放
は
、
「
住
民
移

送
委
員
会
」
と
「
放
棄
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
人
財
産
の
た
め
の
委
員
会
」
の
活

動
の
下
で
組
織
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
五
月
の
イ
ス
ラ

エ
ル
建
国
後
、
初
代
首
相
、
ダ
ヴ
ィ
ド
・
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
(
一
八
八
六
|
一
九

七
三
)
は
、
「
住
民
移
送
委
員
会
」
を
新
た
に
公
式
機
関
と
し
、
「
根
こ
そ

ぎ
と
追
放
の
委
員
会
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
(
一
三
四
頁
)
。
そ
し
て
一
九
四

九
年
末
ま
で
に
、
初
代
大
統
領
ワ
イ
ツ
マ
ン
が
「
奇
蹟
的
浄
化
」
と
呼
ん

だ
ア
ラ
ブ
人
の
出
国
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
ア
ラ
ブ
人
口
を
総
人
口
の
十
七
パ
ー

セ
ン
ト
に
ま
で
お
さ
え
こ
ん
だ
「
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
」
が
姿
を
あ
ら
わ
す
(
二

二
六
頁
)
。
建
国
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
口
が
総
人
口
の
約
三
分
の
一
で
し
か
な

か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
奇
蹟
」
の
意
味
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
と
の
奇

蹟
に
よ
っ
て
、
約
七
五
万
人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
が
発
生
し
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ
で
民
族
浄
化
政
策
を
指
揮
し
た
の
は
、
か
ね
て
よ
り
ア
ラ

ブ
人
の
追
放
を
唱
え
て
い
た
シ
オ
ニ
ズ
ム
右
派
で
は
な
く
、
べ
ン
グ
リ
オ

ン
に
率
い
ら
れ
た
シ
オ
ニ
ズ
ム
左
派
で
あ
る
。
彼
ら
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ス

ト
は
、
い
か
に
し
て
ア
ラ
ブ
人
を
難
民
化
さ
せ
る
道
を
選
ぶ
に
い
た
っ
た

の
か
。
森
ま
り
子
著
『
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
ア
ラ
ブ
問
題
』
は
、
ベ

2ω3 

• 

野
村
真
理

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
「
移
送
」
と

い
う
言
葉
を
聞
く
と
一
瞬
緊
張
す
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
の
占
領
地
で
は
、
現
地
で
の
虐
殺
と
絶
滅
収
容
所
へ
の
移
送
が
大

規
模
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
の
ユ
ダ
ヤ
入
社
会
が
根
こ
そ

ぎ
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
強
制
移
送
を
執
行
し
た
の
は
ユ
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ン
グ
リ
オ
ン
の
ア
ラ
ブ
問
題
に
対
す
る
見
解
の
変
化
を
追
跡
す
る
こ
と
に

よ
り
、
彼
に
指
導
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
の
思
想
史
を
明
ら
か
に
し
た

手
堅
い
研
究
書
で
あ
る
。

本
書
の
主
人
公
べ
ン
グ
リ
オ
ン
は
、
ロ
シ
ア
領
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
地
方
都

市
プ
ウ
オ
イ
ン
ス
ク
で
生
ま
れ
た
。
一
九
O
五
年
の
第
一
次
ロ
シ
ア
革
命

下
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
社
会
主
義
思
想
に
出
会
い
、
同
年
十
一
月
に
ユ
ダ
ヤ

民
族
主
義
色
の
強
い
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ス
ト
の
団
体
ポ
ア
レ
イ
・
ツ
イ
オ

ン
に
加
入
し
た
後
、
翌
年
九
月
、
二
十
歳
の
若
さ
で
パ
レ
ス
チ
ナ
に
渡
っ
た
。

森
氏
は
、
民
族
を
超
え
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
連
帯
を
唱
え
る
社
会
主
義
者
を
正
統
的
社
会
主
義
者
と
し
、
他
方
、

階
級
闘
争
よ
り
は
民
族
解
放
を
優
先
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
現
こ
そ

社
会
主
義
達
成
の
土
台
と
考
え
る
社
会
主
義
者
を
異
端
の
社
会
主
義
者
と

呼
ぶ
。
こ
の
分
類
で
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
も
ち
ろ
ん
後
者
に
属
す
る
。
ベ

ン
グ
リ
オ
ン
は
、
同
じ
一
九
O
六
年
に
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
移
住
し
た
同
志
と

と
も
に
労
働
者
政
党
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ポ
ア
レ
イ
・
ツ
イ
オ
ン
を
創
設
す
る

が
、
党
綱
領
の
確
定
を
め
ぐ
る
議
論
で
、
階
級
闘
争
を
重
視
し
、
党
活
動

の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
協
力
を
唱
え
る
急

進
的
マ
ル
ク
ス
主
義
派
と
、
党
が
へ
ブ
ラ
イ
人
労
働
者
の
組
織
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
ら
民
族
主
義
派
の
対
立
が
あ
ら
わ
に
な
っ

た
。
結
果
的
に
は
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
ら
が
反
対
派
の
お
さ
え
こ
み
に
成
功
し
、

一
九
O
七
年
は
じ
め
の
党
会
議
で
承
認
さ
れ
た
党
綱
領
は
、
党
活
動
の
当

面
の
目
標
を
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の
樹
立
に
、
あ
か
ら

さ
ま
に
言
え
ば
、
ア
ラ
ブ
人
を
排
除
し
た
か
た
ち
で
の
社
会
主
義
的
ユ
ダ

ヤ
人
国
家
の
創
設
に
お
く
。
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で
は
べ
ン
グ
リ
オ
ン
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
が
社
会
主
義
的
で
あ

る
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
ア
ラ
ブ
人
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
排
除
さ
れ
る
と

と
と
は
、
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
整
合
化
さ
れ
る
の
か
。
森
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
と
な
る
考
え
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
労
働
と
労
働
者
民
族
で

あ
る
。ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
被
差
別
民
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
職
業
構
成
が
、
金
融

業
と
商
業
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
初
期
シ
オ
ニ
ス
ト
の

あ
い
だ
で
広
く
共
有
さ
れ
た
へ
ブ
ラ
イ
労
働
と
い
う
発
想
の
起
源
は
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
農
業
、
工
業
、
建
設
業
な
ど
、
す
べ
て
の
労
働
に
従
事
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
職
業
構
成
の
い
び
つ
さ
を
正
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
へ
ブ
ラ
イ
労
働
は
、
よ
り
積
極
的
な
政
治

的
意
味
を
獲
得
す
る
。

シ
オ
ニ
ス
ト
は
、
荒
れ
た
ま
ま
放
棄
さ
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
を
経
済
的
所

有
者
の
い
な
い
土
地
と
み
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
土
地
は
、
そ
こ

で
労
働
に
従
事
し
、
富
を
生
み
出
し
た
者
の
所
有
に
帰
す
る
と
主
張
し
て
、

へ
ブ
ラ
イ
労
働
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
土
地
取
得
を
正
当
化
し
た
。
裏
を
返

せ
ば
、
ア
ラ
ブ
人
に
は
開
墾
能
力
が
欠
如
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら

は
土
地
を
自
分
た
ち
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
入
植
者
に
よ
っ
て
土
地
を
奪
わ
れ
る
ア
ラ
ブ
人
が
、
ユ

ダ
ヤ
人
だ
け
に
都
合
の
よ
い
正
当
化
に
同
意
す
る
は
ず
は
な
い
。
一
九
二

0
年
代
か
ら
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
衝
突
は
激
化
の
一
途
を
た
ど
る
が
、

そ
の
過
程
で
へ
ブ
ラ
イ
運
動
は
、
「
ア
ラ
ブ
人
に
依
存
し
な
い
自
己
完
結
的

な
ユ
ダ
ヤ
経
済
を
つ
く
る
た
め
の
運
動
と
し
て
急
速
に
政
治
性
を
獲
得
」

(
一
四
五
頁
)
す
る
の
で
あ
る
。
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ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
論
文
・
演
説
集
『
階
級
か
ら
民
族
へ
』
(
一
九
三
三
年
)

に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
る
労
働
者
民
族
と
い
う
考
え
方
は
、
「
ア
ラ
ブ
人
と

の
社
会
経
済
的
分
離
」
を
め
ざ
す
、
排
外
的
で
民
族
主
義
的
政
治
運
動
に

変
貌
し
た
へ
ブ
ラ
イ
労
働
と
ま
さ
し
く
対
を
な
す
考
え
方
で
あ
る
。
ベ
ン

グ
リ
オ
ン
は
「
エ
レ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
〔
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
|
|
書
評
者
に

よ
る
補
足
、
以
下
同
様
〕
に
お
け
る
我
々
の
階
級
闘
争
は
本
質
的
に
実
践
的

シ
オ
ニ
ズ
ム
の
使
者
た
ち
と
、
そ
れ
を
否
定
し
憎
む
人
々
と
の
聞
の
闘
争
」

(
一
五
五
頁
)
で
あ
る
と
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族

の
大
義
に
反
し
て
み
ず
か
ら
の
階
級
利
益
を
追
求
す
る
か
ぎ
り
で
シ
オ
ニ

ズ
ム
の
実
現
者
た
る
労
働
者
階
級
に
敵
対
す
る
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
労
働

者
と
民
族
的
大
義
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
両
者
の
対
立
は
解
決
さ
れ

る
と
す
る
。
エ
レ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
同
じ
民
族
的
大
義
に
立
脚

し
た
へ
ブ
ラ
イ
労
働
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
労
働
者
階

級
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
も
と
も
に
労
働
者
民
族
を
構
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
階
級
か
ら
民
族
へ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
労

働
者
民
族
に
ア
ラ
ブ
人
労
働
者
が
所
属
す
る
余
地
は
な
い
。
「
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
〔
離
散
地
〕
の
す
べ
て
の
階
級
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
エ
レ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル

に
お
け
る
『
労
働
』
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
担
う
領
土
的
民
族
と

し
て
建
る
と
い
う
階
級
融
和
的
な
そ
の
国
民
観
は
、
ア
ラ
ブ
人
と
の
階
級

的
連
帯
の
代
わ
り
に
民
族
的
対
立
を
浮
き
彫
り
に
し
、
将
来
の
『
国
民
』

か
ら
彼
ら
を
排
除
す
る
事
の
原
理
的
な
正
当
化
に
つ
な
が
っ
た
」
(
一
七
一

頁
)
。

し
か
し
一
九
O
七
年
の
党
綱
領
か
ら
一
九
三
0
年
代
の
労
働
者
民
族
ま

で
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
、
迷
い
な
く
一
直
線
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
森
氏
は
、
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
九
年
に
か
け
て
、
ベ
ン
グ
リ
オ

ン
が
ア
ラ
ブ
人
と
の
共
存
を
真
剣
に
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
彼
を
模
索
に
導
い
た
の
は
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
に
イ
ギ
リ
ス
の

支
持
を
取
り
つ
け
る
た
め
の
国
際
的
配
慮
と
、
激
化
す
る
ア
ラ
ブ
人
の
暴

動
に
対
し
て
、
い
ま
だ
脆
弱
な
イ
シ
ュ
!
ヴ
〔
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
人
社

会
〕
を
守
ろ
う
と
す
る
政
治
的
配
慮
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
共
存
の
あ
り
方
は
、
は
じ
め
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
が

そ
れ
ぞ
れ
民
族
自
治
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
分
離
し
つ
つ
隣
人
関
係
を
結

ぶ
と
表
現
さ
れ
る
が
(
八
八
頁
以
下
)
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
模
索
に
は
、
は

じ
め
か
ら
限
界
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
構
想

に
お
い
て
隣
人
関
係
と
い
っ
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
自
治
が
将
来
の
ユ

ダ
ヤ
人
国
家
の
前
段
階
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ア
ラ
ブ
人

の
方
は
、
将
来
の
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
自
治
を
享
受
す

る
民
族
的
少
数
者
に
と
ど
め
お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
民
族
運
動
に
対
す
る
過
小
評
価

で
あ
る
が
、
一
九
二
九
年
に
発
生
し
た
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
流
血
の

衝
突
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
存
在
に
つ
い
て
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
認
識
を
改
め
さ
せ
ず
に
は

お
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
が
対
立
す
る
こ
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
対
し
、
政
治
的
解
決
策
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
が
、
隣
人
関
係

を
一
歩
進
め
た
二
民
族
に
よ
る
連
邦
国
家
体
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ユ
ダ

ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
自
治
と
、
両
者
の
住
み
分
け
が
不
可

能
な
地
域
で
は
両
者
の
平
等
を
保
障
す
る
地
方
自
治
と
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
実
現
さ
れ
る
と
い
う
。

2ω3 
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し
か
し
こ
の
連
邦
制
も
、
ア
ラ
ブ
人
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
領
土
的

自
治
権
を
認
め
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
領
域
主
権
を
認
め
る
も
の
で
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
さ
い
、
ア
ラ
ブ
側
に
領
域
主
権
の
担
い
手
と
な
り

う
る
強
力
な
攻
治
的
中
心
が
欠
如
し
て
い
た
等
の
問
題
点
も
指
摘
で
き
る

だ
ろ
う
。
だ
が
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
に
自
ら
の
民
族
的

郷
土
を
新
し
く
樹
立
す
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
権
利
」
を
正
当
化
す
る
一
方
、

「
現
在
の
そ
の
地
の
住
民
は
単
独
で
は
そ
の
地
へ
の
所
有
や
支
配
の
権
利
を

持
た
な
い
」
と
し
て
、
そ
も
そ
も
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
人
の
自

決
権
を
否
認
す
る
の
で
あ
る
(
一
二
二
頁
)
。

森
氏
は
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
模
索
の
背
景
に
は
、
イ
シ
ュ
l

ヴ
を
取
り
巻

く
内
外
の
情
勢
の
ほ
か
に
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
が
諸
民
族
の
共
生
を
理
想
と

す
る
社
会
主
義
の
信
奉
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ア
ラ
ブ
人
の
追
放
に
対
し

て
感
じ
た
本
心
か
ら
の
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
た
め

ら
い
は
、
模
索
の
限
界
を
突
き
崩
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
父
親

が
活
動
的
な
シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
に
は
、
社
会
主
義
の

理
想
よ
り
も
、
は
じ
め
に
シ
オ
ニ
ズ
ム
あ
り
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
一
九
三
0
年
代
半
ば
に
、
も
は
や
和
解
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

パ
レ
ス
チ
ナ
・
ア
ラ
ブ
人
の
民
族
運
動
が
高
揚
す
る
一
方
、
へ
ブ
ラ
イ
労

働
の
推
進
に
よ
っ
て
ア
ラ
ブ
人
社
会
と
ユ
ダ
ヤ
入
社
会
の
社
会
経
済
的
分

離
が
進
行
し
、
ま
た
ナ
チ
ス
政
権
下
の
ド
イ
ツ
か
ら
大
量
の
ユ
ダ
ヤ
人
移

民
が
流
入
し
た
こ
と
で
ア
ラ
ブ
人
に
対
抗
し
う
る
イ
シ
ュl
ヴ
強
大
化
の

見
通
し
が
立
っ
と
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
共
存
の
模
索
を
放
棄
す
る
。
そ
の

彼
の
手
に
残
っ
た
ア
ラ
ブ
問
題
の
解
決
策
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
か
ら
の
ア

ラ
ブ
人
の
強
制
移
送
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
に
と
っ
て
『
階
級
か
ら
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民
族
へ
』
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
追
放
に
関
し
て
、
社
会
主
義
者
と
し
て
の
た

め
ら
い
に
理
論
的
終
止
符
を
打
つ
た
め
の
作
業
だ
っ
た
。

一
九
四
八
年
の
第
一
次
中
東
戦
争
で
、
国
防
軍
が
リ
ッ
ダ
と
ラ
ム
レ
か

ら
婦
女
子
を
含
む
五
万
人
の
ア
ラ
ブ
人
を
追
放
し
た
と
き
、
多
く
の
死
者

が
出
る
。
こ
の
追
放
命
令
は
、
当
時
国
防
相
を
兼
任
し
て
い
た
ベ
ン
グ
リ

オ
ン
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
。
「
ア
ラ
ブ
人
を
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
作

戦
部
長
イ
ガ
ル
・
ア
ロ
ン
が
尋
ね
た
と
き
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
、
切
り
捨

て
る
よ
う
な
身
振
り
と
と
も
に
「
追
放
せ
よ
」
と
答
え
た
と
い
う
(
一
一
一
一

六
頁
)
。
約
七
五
万
人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
発
生
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た

ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
決
断
は
、
し
か
し
、
そ
の
約
十
年
前
に
く
だ
さ
れ
、
ア

ラ
ブ
住
民
の
移
送
計
画
は
、
決
定
的
な
瞬
間
ま
で
十
年
か
け
て
練
り
上
げ

ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

へ
ブ
ラ
イ
語
の
一
次
史
料
を
読
み
こ
な
し
て
本
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
森

氏
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
が
一
九
五
六
年
の
第
二

次
中
東
戦
争
に
い
た
る
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
森
氏
の
論
考
が
一
九
三
九
年
で
終
わ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

第
一
次
中
東
戦
争
で
イ
ス
ラ
エ
ル
が
勝
利
を
収
め
た
後
、
ベ
ン
グ
リ
オ

ン
は
一
九
五
三
年
に
い
っ
た
ん
政
界
か
ら
引
退
し
た
。
後
任
首
相
シ
ャ
レ
ツ

ト
は
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
対
ア
ラ
ブ
強
硬
路
線
を
修
正
し
、
新
指
導
者
ナ

セ
ル
に
率
い
ら
れ
た
エ
ジ
プ
ト
と
の
関
係
改
善
を
試
み
る
が
、
彼
の
努
力

を
こ
と
ご
と
く
妨
害
し
た
の
が
、
引
退
後
も
国
防
軍
を
握
っ
て
い
た
ベ
ン

グ
リ
オ
ン
で
あ
る
。
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
考
え
は
、
和
解
で
は
な
く
軍
事
的

強
化
の
み
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
を
保
障
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対

し
て
世
界
が
な
ん
と
言
お
う
と
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
一
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九
五
五
年
の
選
挙
で
首
相
兼
国
防
相
に
返
り
咲
い
た
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
、

一
九
五
六
年
に
ナ
セ
ル
が
ス
エ
ズ
運
河
固
有
化
宣
言
を
発
す
る
と
、
イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
先
駆
け
て
エ
ジ
プ
ト
攻
撃
を
開
始
す
る
。
こ
の
第
二

次
中
東
戦
争
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
そ
の
軍
事
力
と
、
好
機
を
と
ら
え
て

戦
略
的
に
領
土
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
を
世
界
に
見
せ
つ
け
、
イ

ス
ラ
エ
ル
と
ア
ラ
ブ
諸
国
の
対
立
は
決
定
的
に
深
ま
っ
た
。
そ
し
て
中
東

情
勢
は
泥
沼
に
は
ま
り
こ
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
N
H
K
と

B
B
C

が
共
同
制
作
し
た
フ
ィ
ル
ム
『
五
十
年
戦
争
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア

ラ
ブ
』
(
一
九
九
八
年
)
の
な
か
で
、
当
事
者
に
よ
り
生
々
し
く
証
言
さ
れ

て
い
る
。

一
九
六
一
二
年
に
再
び
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
は
、
ネ
ゲ
ブ
砂
漠
に
位
置
す
る
ス

デ
・
ボ
ケ
ル
・
キ
ブ
ツ
に
引
退
し
た
。
か
つ
て
の
彼
の
住
居
は
、
現
在
ベ

ン
グ
リ
オ
ン
博
物
館
に
な
っ
て
お
り
、
私
も
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ベ

ン
グ
リ
オ
ン
の
社
会
主
義
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
結
局
、
キ
ブ
ツ
と
い
う
閉
じ

ら
れ
た
世
界
へ
と
収
縮
し
た
。

こ
の
書
評
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
一
九
九
七
年
に
ア
メ
リ
カ
で
制
作

さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
賞
受
賞
作
品
『
祖
国
へ
|
|

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
を
も
う
一
度
見
た
。
多
く
の
人
は
、
ナ

チ
ス
の
強
制
収
容
所
の
こ
と
な
ら
知
っ
て
い
て
も
、
一
九
四
五
年
に
収
容

所
か
ら
解
放
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
そ
の
後
の
運
命
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
、
ど
こ
に
も
行
き
場
の
な
い
人
々
だ
っ
た
。
ド

イ
ツ
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
彼
ら
が
も
と
住
ん
で
い
た
家
は
、
破
壊
さ
れ
る
か
、

他
人
が
住
み
着
い
て
お
り
、
ド
イ
ツ
人
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
ユ
ダ
ヤ
人
が

帰
っ
て
く
る
こ
と
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
ユ
ダ ヤ

人
に
対
す
る
集
団
的
虐
殺
事
件
さ
え
発
生
す
る
。
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
も
、

ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
大
量
受
け
入
れ
は
拒
否
す
る
。
強
制
収
容
所
か
ら
解
放

さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
そ
の
強
制
収
容
所
を
転
用
し
た
不
潔
な
難
民
収
容

所
に
、
い
つ
ま
で
も
す
し
詰
め
状
態
で
留
め
置
か
れ
た
。
そ
の
彼
ら
に
と
っ

て
唯
一
の
行
き
場
と
な
っ
た
の
が
イ
ス
ラ
エ
ル
だ
っ
た
。
ア
ラ
ブ
人
問
題

に
い
っ
さ
い
触
れ
な
い
こ
の
フ
ィ
ル
ム
に
対
し
て
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
偏

向
を
批
判
す
る
声
が
あ
る
一
方
、
一
九
四
五
年
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
建
固
ま

で
、
国
際
社
会
が
生
き
残
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
を
見
捨
て
た
こ
と
も
、
否

定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
良
心
的

ア
ラ
ブ
人
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
の
よ
う
な
過
去
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
私
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
聞
い
た
ア
ラ
ブ
人
活
動
家
の
一
言
葉
が
忘
れ

ら
れ
な
い
。
「
こ
ん
な
過
去
を
背
負
っ
た
連
中
を
相
手
に
居
場
所
を
争
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
不
幸
だ
。
」

森
氏
は
「
結
論
」
に
お
い
て
、
放
棄
さ
れ
た
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
の
連
邦
案

が
、
現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
解
決
の
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
現
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は
、
ベ
ン
グ
リ
オ
ン
に
指
導
さ

れ
た
自
国
の
建
国
思
想
史
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
自
国
の
将

来
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
て
い
る
の
か
。
新
進
気
鋭
の
研
究
者
、
池
内
恵

氏
が
『
現
代
ア
ラ
ブ
の
社
会
思
想
』
を
論
じ
て
大
悌
次
郎
論
壇
賞
を
受
賞

し
た
。
森
氏
に
『
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
社
会
思
想
』
を
期
待
す
る
の
は
私

一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

(
の
む
ら
・
ま
り
/
社
会
思
想
史
)
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こ
う
し
た
変
化
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
要
因
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
低
成
長
や
財
政
危
機
な
ど
に
よ
っ
て
、
福
祉
国
家
の
再
検
討
が

促
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・

セ
ン
の
活
躍
で
あ
る
。
以
前
か
ら
セ
ン
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
た
が
、

一
九
九
八
年
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
が
研
究
者
の
関
心
を
刺
激
し
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
事
実
、
受
賞
以
後
、
多
く
の
翻
訳
や
研
究
が
登
場

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
セ
ン
が
果
た
し
た
役
割
は
、
ロ
I
S
S
E
-
ル
ズ
『
正
義
論
』

(
一
九
七
一
年
)
を
巡
る
政
治
哲
学
の
論
争
を
経
済
学
の
方
に
近
づ
け
た
こ

と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
セ
ン
が
提
唱
す
る
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

ロ
l

ル
ズ
の
正
議
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
厚
生
主
義
的
帰

結
主
義
の
枠
内
に
収
ま
っ
て
い
た
規
範
経
済
学
を
そ
の
枠
か
ら
解
き
放
つ

き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
後
論
と
も
関
連
す
る
ロ
l

ル
ズ
を
巡
る
論
争
を
簡
単
に
整
理
し

〈研究動向〉経済学と倫理学 柳沢哲哉

か
つ
て
一
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
経
済
学
と
倫
理
学
は
、
長
い
間
分

離
し
た
ま
ま
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
山
脇
直
司
『
経
済
の
倫
理
学
』
(
丸
善
、

二
O
O

二
年
)
の
歴
史
的
サ
ー
ベ
イ
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
「
パ
レ
ー

ト
最
適
」
を
キ
l

概
念
と
す
る
新
厚
生
経
済
学
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
両
者

の
分
離
は
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
「
科
学
」
と
し
て
価
値
判
断
の
排
除

を
装
う
た
め
に
、
経
済
学
が
自
ら
の
領
域
を
限
定
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
経
済
学
と
倫
理
学
と
の
接
合
を
問
題
に
す
る
著
作
は
き
わ
め

て
少
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
数
年
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ

る
。
山
脇
の
用
語
法
に
従
う
な
ら
ば
、
「
経
済
倫
理
学
」
と
呼
び
う
る
も
の

が
数
多
く
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
倫
理
学
、
経
済
学
さ
ら
に
政
治
学

と
い
っ
た
境
界
を
越
え
て
、
近
年
立
ち
上
が
り
つ
つ
あ
る
学
際
領
域
「
公

共
哲
学
」
へ
と
連
な
っ
て
い
る
(
『
公
共
哲
学
』
全
日
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
O
O

一i
l
e
-
-
二
年
)
。
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て
お
こ
う
。
ま
ず
、
ノ
l

ジ
ッ
ク
ら
リ
パ
タ
リ
ア
ン
は
所
有
権
を
絶
対
的

な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
消
極
的
自
由
を
最
大
限
確
保
し
よ
う
と
す
る
。

リ
パ
タ
リ
ア
ン
か
ら
見
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
は
所
有
権
に
対
す

る
侵
害
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

一
九
八
0
年
代
に
な
る
と
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
や
ウ
オ
ル
ツ
ア
l

ら
コ
ミ
ユ

ニ
タ
リ
ア
ン
に
よ
る
ロ

l

ル
ズ
批
判
が
行
わ
れ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
公
正
な

手
続
き
を
追
求
す
る
た
め
に
、
原
初
状
態
に
お
け
る
無
知
の
、
ヴ
ェ
ー
ル
を

想
定
し
た
。
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
批
判
は
、
ま
ず
こ
の
想
定
の
虚
構
性

に
向
け
ら
れ
る
。
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
は
個
人
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
共

同
体
を
重
視
す
る
。
自
我
の
同
一
性
そ
の
も
の
が
共
同
体
に
よ
っ
て
担
保

さ
れ
る
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
や
リ
パ
タ

リ
ア
ン
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
社
会
像
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
写

る
。
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
、
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
「
善

き
も
の
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
「
社
会
的
財H善
(
回
定
区
間
。
。
含
)
」
を

平
等
に
分
配
す
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
。
つ
ま
り
、
善
が
正
義
に
先
行
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
予
め
想
定
さ
れ

て
い
る
善
の
影
響
を
排
除
し
て
正
義
を
導
く
工
夫
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
う

し
た
発
想
は
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
議
論
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
は
共
同
体
に
よ
っ
て
「
社
会
的
財

H
善
」
が
異
な
る
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
普
遍
的
な
正
義
で
は

な
く
、
共
同
体
ご
と
に
多
元
的
な
正
義
が
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
立
場
か
ら
は
行
政
機
構
の
肥
大
化
し
た
国
家
に
代
え
て
、
地
方
分

権
化
さ
れ
た
民
主
的
な
社
会
が
望
ま
し
い
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
セ
ン
も
ま
た
ロ

1
1

ル
ズ
批
判
の
当
事
者
で
あ
っ

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ロ
ー
ル
ズ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
多
く
は
セ
ン
に

も
向
け
ら
れ
て
い
く
。
セ
ン
の
広
範
な
関
心
は
、
論
争
の
中
で
さ
ら
に
発

展
を
遂
げ
続
け
て
い
る
。
鈴
村
輿
太
郎
・
後
藤
玲
子
『
ア
マ
ル
テ
イ
ア
・

セ
ン
|
|
経
済
学
と
倫
理
学
』
(
実
況
出
版
、
二
O
O

一
年
)
は
、
セ
ン
を
知

る
上
で
の
必
読
文
献
で
あ
る
。
社
会
的
選
択
論
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
議
論
も

フ
ォ
ロ
ー
し
な
が
ら
、
貧
困
の
集
計
や
民
主
主
義
に
お
け
る
主
体
形
成

等
々
、
セ
ン
の
思
考
の
発
展
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
、
セ
ン
の
幅
広
い
関
心

領
域
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
く
れ
る
。
現
時
点
で
入
手
で
き
る
最
良
の

セ
ン
の
概
説
書
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
単
な
る
概
説
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
セ
ン
の
構
想
を
さ
ら
に

延
長
さ
せ
て
、
著
者
た
ち
が
試
み
て
い
る
社
会
的
選
択
理
論
の
再
構
成
に

つ
い
て
の
ス
ケ
ッ
チ
も
提
出
し
て
い
る
。
セ
ン
の
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ

を
大
ま
か
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
著
者
た
ち
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
非
厚

生
主
義
的
な
帰
結
主
義
と
な
る
。
し
か
し
、
帰
結
主
義
に
立
っ
て
い
る
以

上
、
潜
在
能
力
は
選
択
の
外
部
的
な
制
限
に
よ
り
縮
小
す
る
場
合
と
、
達

成
す
る
手
段
の
不
足
に
よ
り
縮
小
す
る
場
合
と
が
区
別
で
き
な
い
。
セ
ン

自
身
も
早
く
か
ら
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。
著

者
た
ち
は
こ
の
弱
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
選
択
手
続
の
価
値
を
も
考
慮

し
た
「
ゲ
l

ム
形
式
」
の
選
択
の
定
式
化
と
い
う
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

ア
ロ
1

の
選
択
論
が
社
会
状
態
の
選
択
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
鈴
村
た

ち
の
提
案
は
そ
れ
を
拡
張
さ
せ
て
経
済
の
制
度
的
枠
組
の
選
択
を
定
式
化

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
帰
結
主
義
の
提
案
と
な
っ
て
お
り
、

セ
ン
の
議
論
の
忠
実
な
理
論
化
で
は
な
い
。
し
か
し
、
セ
ン
の
平
等
の
規 2003 
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準
を
緩
和
さ
せ
れ
ば
、
帰
結
主
義
と
も
両
立
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

本
書
で
は
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
問
題
提
起
に

対
す
る
セ
ン
の
興
味
深
い
回
答
(
『
自
我
同
一
性
に
先
立
つ
理
性
』
一
九
九
九

年
)
を
紹
介
し
て
い
る
。
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
セ
ン
へ
の
批
判
は
、
基

本
的
に
は
ロ
l

ル
ズ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

セ
ン
が
前
提
し
て
い
る
選
択
を
行
う
自
律
し
た
理
性
的
な
個
人
の
存
在
を
、

コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
は
問
題
視
す
る
。
自
我
同
一
性
が
社
会
的
に
拘
束
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
セ
ン
も
承
認
す
る
。
し
か
し
、
個
人
は
単

一
の
集
団
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
集
団
に
属
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
一
化
の
仕
方
は
一
意
的
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
選
択
の

問
題
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
セ
ン
は
回
答
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
個
人
が

自
ら
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
し
て
同
一
化
し
て
い
る
の
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
は
同
一
化
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
こ
に
は
理

性
的
な
主
体
的
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
と
セ
ン
は
反
論
す
る
。

し
か
し
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
議
論
を
セ
ン
は
全
面
的
に
退
け
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
セ
ン
が
構
想
し
よ
う
と
す
る

の
は
、
「
原
初
状
態
の
装
置
を
、
(
ロl
ル
ズ
が
提
示
し
た
よ
う
な
)
分
断
さ

れ
た
二
段
階
構
造
と
し
て
で
は
な
く
、
異
な
る
集
団
を
含
む
重
層
的
な
構

造
と
し
て
再
構
成
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
ま
で
属
し
て
き

た
集
団
が
分
裂
し
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、

自
我
を
分
裂
さ
せ
ず
に
内
面
的
に
統
合
化
し
て
い
く
営
み
が
要
請
さ
れ
る

と
セ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
セ
ン
の
考
え
方
に
は
、
一
般
的
・
普
遍
的

ル
l

ル
の
成
立
を
可
能
に
さ
せ
る
鍵
が
あ
る
と
、
鈴
村
た
ち
は
読
み
取
っ
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て
い
る
。
ロ
l

ル
ズ
が
一
定
の
社
会
(
一
定
の
政
治
的
理
念
を
共
有
す
る
集
合

体
)
を
対
象
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
セ
ン
の
対
象
が
「
国
境
を
越
え

て
広
が
り
、
重
な
り
合
お
う
と
す
る
中
間
的
・
媒
介
的
『
集
団
』
」
で
あ
る

こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
著
者
た
ち
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
こ

の
論
点
は
共
著
者
の
一
人
で
あ
る
後
藤
玲
子
『
正
義
の
経
済
哲
坐

1
1

ロ
ー

ル
ズ
と
セ
ン
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
O
O

二
年
)
に
お
い
て
精
微
に
展
開

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
藤
の
労
作
は
、
セ
ン
を
主
要
な
媒
介
と
し
な
が
ら
ロl
ル
ズ
の

再
構
成
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
の
テ
ク
ニ
カ

ル
な
整
理
、
様
々
な
規
範
理
論
が
持
つ
含
意
の
解
明
、
ハ
バ

l

マ
ス
が
提

起
し
た
公
共
的
判
断
の
形
成
場
等
々
、
多
く
の
論
点
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

最
終
的
に
は
ロ
l

ル
ズ
の
多
元
的
民
主
主
義
の
制
度
と
合
意
形
成
を
解
明

す
る
こ
と
で
、
福
祉
国
家
の
理
論
的
展
望
を
与
え
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

議
論
の
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
社
会
は
、
多
元
的
な
価
値
が
併
存

し
て
い
る
が
、
同
時
に
「
歴
史
的
、
文
化
的
に
形
成
さ
れ
た
共
通
の
規
範

的
思
考
様
式
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
原
理
や
ル
l

ル
、
さ
ら
に
は

社
会
的
に
保
障
す
べ
き
社
会
的
基
本
財
や
機
能
リ
ス
ト
に
対
す
る
合
意
の

基
盤
と
な
る
」
社
会
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
多
元
的
民
主
主

義
が
展
望
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
再
構
成
と
い
っ
て

も
『
正
義
論
』
初
版
の
ロ
l

ル
ズ
を
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
セ
ン
の
議
論
の
射
程
の
中
に
福
祉
国
家
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
セ
ン
の
著
作
の
多
く
が
こ
れ
ま
で
発
展
途
上

国
の
問
題
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

本
書
は
、
ロ
l

ル
ズ
の
再
構
成
で
あ
る
と
同
時
に
、
福
祉
国
家
と
い
う
土



俵
の
上
で
セ
ン
の
議
論
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

先
に
言
及
し
た
ロ
1
1
ル
ズ
と
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
の
論
争
に
対
す
る

後
藤
の
ス
タ
ン
ス
を
見
て
お
こ
う
。
後
藤
は
重
層
的
な
集
団
の
重
な
り
合

い
と
し
て
社
会
を
把
握
す
る
。
そ
し
て
格
差
原
理
が
適
応
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
最
上
位
の
集
団
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
下
位
の
集
団
に

お
い
て
も
参
入
退
出
の
自
由
や
基
本
的
人
権
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
格
差
原
理
は
不
必
要
で
自
律
的
な
決
定
が
容
認
さ
れ
る
。
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「
例
え
ば
、
ロl
ル
ズ
の
提
唱
し
た
(
公
正
と
し
て
の
正
義
〉
(
あ
る

い
は
リ
ベ
ラ
ル
な
正
義
の
政
治
的
諸
構
想
に
属
す
る
そ
の
他
の
構
想
)
を
高
次

原
理
と
し
て
、
平
等
な
基
本
的
諸
自
由
の
保
証
に
よ
っ
て
各
共
同
体
の

内
的
原
理
を
制
約
す
る
一
方
で
、
分
配
原
理
に
関
し
て
は
、
ワ
オ
ル
ツ

ア
l

の
コ
一
つ
の
原
理
を
『
共
通
の
基
本
ルl
ル
』
に
盛
り
込
む
な
ら
ば
、

あ
る
タ
イ
プ
の
『
共
通
の
基
本
ル
l

ル
』
が
構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
場
合
、
各
共
同
体
の
内
的
原
理
は
、
ウ
オ
ル
ツ
アl
的
分
配
原
理
を

満
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
、
社
会
を
母
集
団
と
す
る
正
義
の
基

本
原
理
と
し
て
は
、
『
格
差
原
理
』
(
あ
る
い
は
『
自
由
を
有
効
に
用
い
る
た

め
に
必
要
な
社
会
的
・
経
済
的
な
基
本
財
の
保
障
』
)
を
採
用
す
る
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
あ
る
。
」

ウ
オ
ル
ツ
ア
ー
ら
が
考
え
る
共
同
体
が
文
化
、
言
語
、
宗
教
を
共
有
す

る
、
い
わ
ば
ハ
ー
ド
な
共
同
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
後
藤
は
セ
ン
に

な
ら
っ
て
開
放
的
な
共
同
体
を
想
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
コ

ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
の
論
争
は
解
決
が
図
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
結

論
だ
け
取
り
出
せ
ば
、
い
さ
さ
か
行
儀
の
良
す
ぎ
る
整
理
と
い
う
印
象
を

与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
本
書
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
も

あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
パ
ー
マ
ス
に
よ
る
ロ
ー
ル
ズ
批
判
な
ど
に
つ
い
て
も
、

で
き
る
だ
け
批
判
点
を
も
取
り
込
み
な
が
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
の
内
容
を
豊
富

に
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

塩
野
谷
祐
一
『
経
済
と
倫
理
|
|
福
祉
国
家
の
哲
学
』
(
東
京
大
学
出
版

会
、
二
O
O

二
年
)
は
、
独
自
の
経
済
哲
学
の
体
系
を
開
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
福
祉
国
家
が
第
一
一
編
「
理
念
」
、
第
二
編
「
制
度
」
の
両
面

2仰3
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か
ら
考
察
さ
れ
る
。
第
一
編
で
は
前
著
『
価
値
理
念
の
構
造
』
で
考
察
さ

れ
た
「
効
率
対
正
義
」
と
い
う
対
立
項
に
、
新
た
に
「
自
由
対
卓
越
」
の

対
立
項
が
導
入
さ
れ
る
。

ま
ず
理
念
の
考
察
に
あ
た
っ
て
考
察
対
象
を
、
行
為
、
制
度
、
存
在
の

コ
一
つ
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
次
の
三
種
類
の
価
値
概
念
、

「
基
本
的
価
値
言
語
!
操
作
的
価
値
言
語
|
究
極
目
的
」
を
対
応
さ
せ
る
。

す
な
わ
ち
、
行
為
に
は
「
善
効
率

l

効
用
」
が
、
制
度
に
は
「
正
|
正

義
権
利
」
が
、
存
在
に
は
「
徳

i

卓
越
|
能
力
」
が
対
応
す
る
こ
と
に

な
る
。
「
善
」
・
「
正
」
・
「
徳
」
の
い
ず
れ
に
優
位
を
置
く
か
に
よ
っ
て
倫
理

学
の
体
系
が
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
に
優
位
を
置
く
功
利
主
義
、

徳
に
優
位
を
置
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
、
正
に
優
位
を
置
く
カ
ン
ト

倫
理
学
お
よ
び
そ
の
発
展
で
あ
る
ロ
l

ル
ズ
正
議
論
で
あ
る
。
改
め
て
述

べ
る
ま
で
も
な
く
著
者
は
正
議
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

次
に
経
済
世
界
と
倫
理
世
界
と
の
融
合
が
試
み
ら
れ
る
(
図
}
。
誤
解
を

招
き
や
す
そ
う
な
「
善
」
に
つ
い
て
、
著
者
に
従
っ
て
説
明
を
補
っ
て
お

く
。
日
本
語
で
は
「
財
」
と
「
善
」
と
い
う
全
く
別
の
語
に
な
っ
て
い
る

が
、
問
。
。
仏
国
と
問
。
。
色
は
密
接
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
経
済
学
に
お
い
て

は
「
善
」
の
代
わ
り
に
「
効
用
」
・
「
厚
生
」
が
使
わ
れ
る
た
め
に
「
財
」

と
倫
理
の
世
界
と
の
結
び
つ
き
を
見
失
い
や
す
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「
善
」
は
二
重
か
つ
多
元
的
で
あ
る
。

経
済
世
界
は
資
源
|
財
|
善
か
ら
な
っ
て
い
る
。
資
源
と
善
は
「
効
率
」

の
観
念
で
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
倫
理
の
世
界
の
第
一
の
関
係
で
あ
る
正

(
丘
四
宮
)
権
利
玄
関
宮
田
)
|
善
に
お
い
て
は
「
正
と
善
の
緊
張
関
係
に
つ

い
て
『
正
義
』
の
観
念
が
支
配
す
る
」
。
も
う
一
つ
の
倫
理
の
世
界
で
あ
る
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「
徳
|
能
力
|
善
」
の
関
係
に
お
い
て
、
善
は
「
質
の
相
違
性
」
の
観
点
か

ら
「
卓
越
性
の
評
価
」
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
、
善
は
経
済
と
倫
理
と
い

う
二
つ
の
世
界
の
「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
と
し
て
、
し
か
も
倫
理
の
世

界
に
お
い
て
は
「
個
人
間
の
相
違
性
」
と
「
質
的
な
相
違
性
」
の
両
方
を

含
ん
で
い
る
。
他
方
、
経
済
の
世
界
で
は
善
は
二
瓦
的
で
あ
る
。

さ
て
、
卓
越
主
義
の
代
表
的
思
想
家
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
が
、

著
者
が
も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ
る
の
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
な
ど
の
コ
ミ
ユ

ニ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
の
論
争
を
著

者
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く
。
ロ
ー
ル
ズ
が
対
立
す
る
価
値
か
ら
出

発
し
て
合
意
の
形
成
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
て
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン

は
価
値
対
立
の
な
い
共
同
体
か
ら
出
発
し
て
価
値
の
合
意
が
あ
る
と
い
う

仮
定
を
と
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
「
正
」
の
理
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
コ
ミ
ユ

ニ
タ
リ
ア
ン
は
「
善
」
の
理
論
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
立
は
ど
ち
ら
の
社

会
過
程
を
説
明
す
る
か
に
依
存
し
て
い
る
。
現
実
に
は
、
ど
ん
な
個
人
主

義
者
と
い
え
ど
も
、
共
同
体
共
通
の
価
値
観
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う

し
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
い
え
ど
も
盲
目
的
に
伝
統
や
共
通
の
価
値
に

従
う
わ
け
で
は
な
い
。
著
者
の
考
え
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
不
必
要

な
論
争
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
す
で
に

見
た
セ
ン
の
考
え
方
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
著
者
は
コ
ミ
ユ
ニ

タ
リ
ア
ン
の
中
で
も
伝
統
的
な
共
同
体
に
固
執
し
な
い
サ
ン
デ
ル
の
議
論

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
共
同
体
主
義
と
無
関
係
な
卓
越
主
義
者
の
存
在

に
も
目
を
向
け
さ
せ
る
。
ま
た
逆
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
中
に
卓
越
主
義
の
読

み
込
み
の
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
探
っ
て
も
い
る
。
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「
ロ
l

ル
ズ
の
正
義
原
理
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
後
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
的
実
践
の
場
に
お
い
て
卓
越
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
を
徳
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
徳
は
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
単

な
る
補
助
手
段
で
は
な
く
、
ロ
ー
ル
ズ
的
正
義
の
前
提
の
下
で
、
彼
の

い
う
『
秩
序
あ
る
社
会
』
を
『
卓
越
し
た
社
会
』
に
ま
で
押
し
進
め
る

理
念
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
J

済
学
の
言
葉
に
よ
る
倫
理
学
の
世
界
の
描
写
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
組
織
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
議
論
の
中
に
は
、
違
和
感
を
感
じ

る
箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
、
著
者
自
身
が
今
日
の
日
本
資
本
主
義
に
問
題

が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
に
せ
よ
、
「
日
本
的
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、

従
業
員
は
相
互
利
益
の
幹
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
共
同
体
を
形
成
し
、
協
調

と
信
頼
の
義
務
を
持
ち
、
仕
事
を
や
り
甲
斐
の
あ
る
も
の
と
考
え
る
へ
と

ま
で
書
か
れ
る
と
ど
う
し
て
も
行
き
過
ぎ
と
感
じ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん

著
者
の
ね
ら
い
は
労
使
協
調
路
線
に
よ
る
生
産
性
上
昇
を
歓
迎
す
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
効
率
を
目
標
と
す
る
過
剰
な
競
争
に
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
る
役
割
を
卓
越
に
期
待
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
卓
越
を
生
産
関
数
、
あ
る
い
は
人
間
ス
ト
ッ
ク
へ
の
投
資

と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
、
ど
う
し
て
も
生
産
力
主
義
的
な
連
想
を
思
い
浮

か
べ
て
し
ま
う
。

最
後
に
、
ロ
l

ル
ズ
や
セ
ン
の
系
譜
か
ら
外
れ
、
刊
行
年
も
や
や
古
く

な
る
が
、
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
心
人
物
で
あ
る

J


E

・
ロ

1
7
1

の
『
分
配
的
正
義
の
理
論
|
|
経
済
学
と
倫
理
学
と
の
対

話
』
(
木
谷
忍
・
川
本
隆
史
訳
、
木
鐸
社
、
一
一

O
O

一
年
、
原
典
一
九
九
六
年
)
に

言
及
し
て
お
こ
う
。
本
書
は
規
範
理
論
を
テ
ク
ニ
カ
ル
に
分
析
す
る
た
め

に
書
か
れ
た
大
学
院
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
必
ず
し
も

ロ
1
7
l

自
身
の
積
極
論
が
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
、
資
本
主
義
社
会
の
「
不
公
正
」
を
示
す
に
あ
た
っ

て
、
搾
取
理
論
(
こ
こ
に
は
ロ1
7
1

流
の
搾
取
概
念
も
含
ま
れ
る
と
見
て
よ

い
)
の
有
効
性
が
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
資
本 2仰3

• 
卓
越
主
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
人
間
本
性
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

特
性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
一
般
的
な
命
題
も
含
め
て
、
著
者

は
卓
越
主
義
の
諸
命
題
七
点
を
列
挙
し
て
い
る
。
興
味
深
い
指
摘
を
い
く

つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。
卓
越
主
義
は
社
会
的
実
践
に
お
け
る
成
果
の
生

産
能
力
で
あ
り
、
「
卓
越
主
義
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
目
的
関
数
は
効
用
関

数
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
産
関
数
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
存
在
の

機
能
や
能
力
の
増
進
は
人
間
ス
ト
ッ
ク
へ
の
投
資
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。
ま
た
、
卓
越
性
の
最
も
顕
著
な
側
面
と
し
て
、
シ
ユ
ム
ベ
ー

タ
l

の
言
う
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
を
生
み
出
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
著

者
の
言
う
卓
越
主
義
は
エ
リ
ー
ト
的
卓
越
主
義
で
は
な
く
、
「
生
き
甲
斐
」

を
最
も
基
礎
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
」
で
あ

る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

卓
越
主
義
を
導
入
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
第
二
編
「
制
度
」
に
お
い
て

具
体
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
学
的
な
協
調
や
信
頼
は
倫
理
学

で
は
卓
越
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
著
者
は
述
べ
る
。
そ
こ
か

ら
信
頼
の
形
成
に
よ
る
取
引
費
用
の
軽
減
、
あ
る
い
は
コl
ス
の
議
論
を

援
用
し
た
組
織
の
形
成
と
い
っ
た
議
論
ま
で
も
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
経
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主
義
社
会
を
批
判
す
る
た
め
に
は
、
「
ロ
1

ル
ズ
、
セ
ン
、
ド
ゥ
オ
l

キ

ン
、
ァ
l

ヌ
ソ
ン
、
コ
l

エ
ン
流
の
平
等
主
義
的
理
論
が
必
要
だ
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
資
本
主
義
批
判
と
し
て
ロi
マ
i

が
有
効
だ
と
示
唆
し

て
い
る
の
は
、
機
会
の
平
等
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
!
の
議
論
が
ど
の
方
向
に

発
展
し
て
い
く
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
分
か
ら
な
い
が
、
倫
理
学
的
な
色
彩

を
強
め
て
い
く
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。(

ゃ
な
ぎ
さ
わ
・
て
つ
や
/
経
済
思
想
史
)

注

ゲ
ー
ム
論
を
用
い
た
自
ら
の
搾
取
概
念
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
ロ
!
?
ー

は
一
九
八
八
年
に
す
で
に
否
定
的
評
価
を
と
り
始
め
て
お
り
、
倫
理
的

に
も
理
論
的
に
も
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。
ア

ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
分
配
的
正
義
論
に
つ
い
て
は
、
高

増
明
・
松
井
暁
編
『
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
』
(
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
一
九
九
九
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
現
代
の
平
等
論
を
サ
ー

ベ
イ
し
て
い
る
竹
内
章
郎
『
現
代
平
等
論
ガ
イ
ド
』
(
青
木
書
店
、
一
九

九
九
年
)
は
、
ロ
!
?
l
の
正
義
論
に
好
意
的
に
言
及
し
て
い
る
。
こ

こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
レ
イ
の
加
通
り
の
平
等
概
念
」
は
、
現
代
の

規
範
理
論
を
扱
う
論
者
た
ち
を
位
置
づ
け
る
の
に
も
有
益
だ
と
思
わ
れ

る
。
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『
文
化
』l

も
っ
と
も
や
や
こ
し
い
言
葉
?

「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィl
ズ
」
「
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」

「
異
文
化
理
解
」
な
ど
、
文
化
を
主
題
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
議
論
の
花

盛
り
状
態
は
、
ひ
と
ま
ず
一
段
落
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
呼
応
す
る

よ
う
に
「

O
O

と
は
何
か
」
「
O
O
入
門
」
「
O
O

へ
の
招
待
」
な
ど
と
題

す
る
入
門
書
が
続
々
と
出
版
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
情
報
の
収
集
・
整
理
の

レ
ベ
ル
を
越
え
出
て
い
る
も
の
は
そ
う
多
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
漠
然
た
る
印
象
が
残
っ
て
い
る
ー
ー
そ
の
す
べ
て
に
目
を
通
し
た
わ
け

で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
そ
ん
な
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
が
。

そ
も
そ
も
、
入
門
書
や
概
説
書
と
い
う
の
は
、
大
学
で
そ
の
分
野
の
講

義
を
何
年
に
も
わ
た
っ
て
反
復
し
、
広
く
公
平
な
目
配
り
を
効
か
せ
る
こ と

が
で
き
る
一
方
で
、
反
面
、
も
は
や
独
創
的
な
研
究
は
あ
ま
り
期
待
で

き
そ
う
も
な
い
、
そ
う
い
う
老
大
家
が
担
当
な
さ
る
、
と
し
た
も
の
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
、
わ
が
国
の
文
化
論
の
入
門
書
は
ー
ー
も
ち

ろ
ん
、
研
究
者
の
層
の
薄
さ
と
い
う
事
態
に
規
定
さ
れ
て
の
こ
と
で
も
あ

ろ
う
が
|
|
若
手
研
究
者
に
よ
る
も
の
が
大
半
で
、
当
の
書
物
を
手
に
す

る
前
か
ら
す
で
に
一
抹
の
不
安
に
つ
き
ま
と
わ
れ
ず
に
は
す
ま
な
い
も
の

が
あ
る
。

そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
、
文
化
論
発
信
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス

で
、
し
か
も
、
こ
の
分
野
の
大
家
と
呼
ん
で
ま
ず
異
論
の
な
さ
そ
う
な
テ

リ
l

・
イ
l

グ
ル
ト
ン
氏
に
よ
る
概
説
書
が
出
て
い
る
と
聞
け
ぽ
、
そ
ち

ら
の
方
を
手
に
取
っ
て
み
た
く
な
る
の
も
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

期
待
は
満
た
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
情
報
が
収
集
・
整
理
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
。
十
分
に
消
化
さ
れ
、
味
わ
い
深
く
料
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
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の
結
果
、
読
ん
で
勉
強
に
な
る
だ
け
で
は
な
い
。

い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
ん
な
具
合
だ
。

読
み
物
と
し
て
、

面
白

〈研究動向〉虚構としての文化一一藤野寛

「
伝
統
的
に
は
、
文
化
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
け
ち
く
さ
い
自
己
中
心
的

な
考
え
方
を
、
よ
り
広
々
と
し
て
包
括
的
な
媒
体
の
内
に
着
床
さ
せ
る

可
能
性
の
こ
と
だ
っ
た
。
文
化
は
、
普
遍
的
主
体
の
形
式
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
共
通
の
人
間
性
の
お
か
げ
で
わ
れ
わ
れ
が
分
か
ち
合
っ
て
い

る
価
値
を
表
す
も
の
で
こ
そ
あ
っ
た
。
芸
術
と
い
う
意
味
で
の
文
化
が

重
要
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
を
手
軽
に
家
に

持
ち
帰
れ
る
よ
う
な
形
に
圧
縮
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
読
ん
だ
り
見
た
り
聞
い
た
り
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
験

的
な
自
己
を
、
そ
の
社
会
的
・
性
的
・
民
族
的
偶
有
性
も
ろ
と
も
に
一

時
棚
上
げ
に
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
分
自
身
も
普
遍
的
主
体
と
な
っ

た
の
だ
。
高
度
な
文
化
の
視
点
と
は
、
全
能
者
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
ど

こ
に
も
あ
り
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
視
点
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
六

0
年
代
以
降
、
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
う
な
れ

ば
一
八
O
度
回
転
し
て
し
ま
い
、
今
日
で
は
、
正
反
対
の
こ
と
を
意
味

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
こ
の
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
の
は
|
|

国
民
的
で
あ
れ
性
的
で
あ
れ
民
族
的
で
あ
れ
宗
教
的
で
あ
れ
|
|
特
殊

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
肯
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
乗
り
越
え
で
は
な
い
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
い
ず
れ
も
、
自
分
は
抑

圧
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
と
し
た
も
の
だ
か
ら
、
か
つ
て
合
意
の

固
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
戦
場
」
へ
と
様
変
わ
り
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
文
化
は
、
も
は
や
解
決
の
一
部
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
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問
題
の
一
部
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る

J
(
(
1
)五
六
頁
)

ち
な
み
に
、
こ
の
本
は
「
〈
2
-
H
R
Sと
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、
わ
れ

わ
れ
の
言
語
が
も
つ
も
っ
と
も
や
や
こ
し
い
言
葉
の
一
つ
だ
ろ
う
」
(
(
1
)

七
頁
)
と
書
き
出
さ
れ
て
お
り
、
最
近
、
改
訂
増
補
版
の
翻
訳
が
出
た
レ

イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
キ
ー
ワ
ー
ド
辞
典
』
の
「
文
化
」
の
項

目
の
書
き
出
し
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
で
あ
る
事
実
に
驚
か
さ
れ
る
(
「
英

語
で
一
番
や
や
こ
し
い
語
を
二
っ
か
三
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
2
-
Z
R巾
が

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
(
(
2
)八
三
頁
)
。
イ
l

グ
ル

ト
ン
氏
が
意
図
的
に
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
、
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
だ
。

翻
っ
て
、
日
本
で
「
文
化
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
で
も
、
た
ち
ま
ち

「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィl
ズ
」
や
「
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
、

「
異
文
化
理
解
」
な
ど
と
い
っ
た
今
風
で
お
し
ゃ
れ
な
話
題
に
飛
び
つ
く
の

で
は
な
く
、
例
え
ば
「
文
化
」
と
い
う
観
念
が
日
本
人
の
思
考
や
行
動
に

及
ぼ
し
て
い
る
力
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
る
、
と
い
う
よ
う
な
仕
事
の
方

が
、
難
し
く
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
有
意
味
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
文
武

両
道
」
と
か
「
文
系
理
系
」
と
か
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
、
「
文
化
」
を
一

方
の
項
と
す
る
二
分
法
に
よ
っ
て
思
い
の
ほ
か
深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

虚
構
と
し
て
の
文
化
、
そ
の
拘
束
力

若
手
研
究
者
に
入
門
書
や
概
説
書
を
丸
ご
と
一
冊
委
ね
る
こ
と
に
い
さ

さ
か
無
理
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
三

O
|
五
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O
枚
程
度
の
論
文
を
分
担
執
筆
し
、
そ
れ
を
集
め
て
一
冊
の
論
集
を
編
む
、

と
い
う
企
画
だ
ろ
う
。
例
え
ば
『
構
築
主
義
と
は
何
か
』
は
、
そ
の
典
型

的
な
一
例
で
あ
り
、
ど
の
論
文
も
、
内
容
充
実
し
て
、
読
み
ご
た
え
が
あ

る
。
も
っ
と
も
、
極
め
て
一
般
性
の
高
い
タ
イ
ト
ル
を
冠
す
る
こ
の
論
文

集
だ
が
、
実
際
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
l

論
に
強
く
寄
り
添
っ
た
編
集
、
論
述

か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
個
別
テ
1
7

を
取
り
上
げ
て

い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
実
、
一
般
性
が
高
く
基
礎
論
と
も
呼
び
う
る

議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
が
小
坂
井
敏
晶
『
民
族
と
い
う
虚
構
』
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
世
に
か
し
ま
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
話
題
の
テ17
を
取
り
上

げ
て
、
自
分
も
一
緒
に
お
喋
り
す
る
、
と
い
う
タ
イ
プ
の
テ
ク
ス
ト
で
は

お
よ
そ
な
い
。
「
記
憶
」
や
「
同
一
性
」
と
い
っ
た
お
馴
染
み
の
キ
ー
ワ
ー

ド
だ
け
で
な
く
、
「
分
類
」
「
結
婚
」
「
知
覚
」
「
契
約
」
と
い
っ
た
基
礎
概

念
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
著
者
は
、
愚
直
で
す
ら
あ
る
ほ
ど
に
丁
寧
に
、

粘
り
強
く
、
自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分
の
言
葉
で
語
り
継
い
で
い
く
。
そ

の
結
果
、
明
快
で
か
つ
爽
快
な
テ
ク
ス
ト
が
生
ま
れ
た
。
一
例
を
挙
げ
て

み
よ
う
。

と
い
う
好
ま
し
い
循
環
が
生
ま
れ
る
。
」
(
(
4
)一
六
六
頁
)

2003 

「
自
ら
の
文
化
環
境
か
ら
無
理
矢
理
引
き
離
さ
れ
る
と
感
ず
る
と
き
、

ち
ょ
う
ど
イ
ソ
ッ
プ
物
語
の
「
北
風
と
太
陽
」
に
出
て
く
る
旅
人
の
行

動
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
人
は
伝
統
に
よ
り
し
が
み
つ
く
。
共
同
体
の

文
化
に
守
ら
れ
同
一
性
の
感
覚
が
保
た
れ
る
お
か
げ
で
、
か
え
っ
て
変

化
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
逆
に
変
化
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
外
部
環
境

へ
の
適
応
が
容
易
に
な
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
は
同
一
性
を
保
持
で
き
る

共
同
体
主
義
の
具
体
化
と
し
て
の
多
文
化
主
義
に
対
し
て
、
批
判
的
視

点
を
維
持
し
つ
つ
も
そ
の
意
義
を
す
く
い
上
げ
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
、
き

わ
め
て
穏
当
な
分
析
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
が
誕
生
し
た
こ
と

に
よ
り
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
各
居
住
国
の
文
化
に
同
化
し
て
ゆ
く
条
件
が

や
っ
と
整
っ
た
と
い
う
逆
説
」

(
(
4
)一
六
七
頁
)
的
事
実
の
指
摘
を
受
け

て
、
そ
の
説
得
力
を
増
す
。

こ
こ
で
の
課
題
は
、
民
族
問
題
そ
の
も
の
の
考
察
に
は
な
い
の
で
、
こ

の
著
作
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
同
様
に
説
得
的
な
議
論
の
一
々
を
引
用
す
る

こ
と
は
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
虚
構
」
と
い
う
論
点
に
関
わ
っ

て
、
も
う
一
箇
所
だ
け
引
用
し
よ
う
。

「
我
々
が
日
常
何
気
な
し
に
行
っ
て
い
る
認
知
は
、
激
密
な
情
報
収
集

を
通
し
て
犯
人
を
合
理
的
に
判
定
す
る
私
立
探
偵
や
裁
判
官
の
よ
う
な

仕
方
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
人
や
物
に
対
し
て
、
こ
れ
は
友
人
だ
と

か
、
あ
れ
は
机
だ
と
か
い
っ
た
判
断
を
す
る
際
に
我
々
を
支
え
る
確
信

は
そ
の
よ
う
な
解
析
的
方
法
か
ら
は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
。
単
な
る
デ
ー

タ
の
集
積
と
合
理
的
判
断
を
越
え
た
何
か
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
デ
ー

タ
と
確
信
と
の
聞
に
横
た
わ
る
こ
の
質
的
な
飛
躍
を
埋
め
る
の
が
、
本

書
で
言
及
す
る
意
味
で
の
虚
構
に
他
な
ら
な
い
。
」

(
(
4
)九
三
頁
)

「
民
族
と
い
う
虚
構
」
と
題
さ
れ
た
本
書
を
手
に
取
る
読
者
は
、
昨
今
話

題
の
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
に
な
り
も
す
る
だ
ろ
う 社会思想史研究 No.27
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が
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
む
し
ろ
「
虚
構
」
の
側
に
こ
そ
置
い
て
受
け
止
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
は
、
一
般
的
分
析
力
を
発
揮
す
る
充
実
し
た
「
虚

構
論
」
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
文
化
論
」
を
展
開
す
る
も
の
で

あ
り
、
「
文
化
と
い
う
虚
構
」
と
題
さ
れ
て
一
向
に
差
し
支
え
な
か
っ
た
も

の
だ
。
か
く
し
て
、
「
世
界
が
虚
構
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
我
々
は
無
根
拠
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」

(
(
4
)

二
O
O
頁
)
と
い
う
の
が
、
本
書
の
基
本
テ
l

ゼ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど

う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

文
化
に
つ
い
て
考
え
る
に
際
し
て
は
、
や
は
り
、
「
自
然
必
然
性
」
と
か

「
決
定
論
」
と
い
う
言
葉
を
か
た
わ
ら
に
置
い
て
そ
れ
と
の
対
比
の
内
で
考

え
て
ゆ
く
こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
は
そ
の
行
為
の
一
切

が
自
然
の
必
然
性
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
て
ゆ
く
存
在
で
は
な
い
が
故
に
、

そ
れ
と
は
別
の
行
動
指
針
を
自
ら
新
た
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
現
実
は
常
に
混
沌
と
し
て
お
り
、
多
様
で
あ
る
。
安
定
を
失
い

そ
う
に
な
っ
た
精
神
は
、
支
え
を
求
め
、
秩
序
を
指
向
し
、
多
様
性
を
一

様
性
の
方
向
へ
と
縮
減
し
よ
う
と
す
る
。
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
手
に

入
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
。
文
化
は
行
動
を
処
方
す
る
。
そ
こ
に
必
然
性
や

被
決
定
性
が
な
い
と
は
、
つ
ま
り
、
文
化
が
処
方
す
る
行
為
は
怒
意
性
を

免
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
「
必
ず
し
も
そ
う
で
の
み
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
は
な
い
」
、
「
別
様
で
も
あ
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
。
こ
の
事
態

は
「
自
由
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。

た
だ
し
、
こ
の
事
態
を
「
無
根
拠
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
問

題
を
は
ら
む
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
文
化
の
体
系
が
、
自
然
必
然
性
の
世

界
か
ら
は
完
全
に
独
立
に
、
そ
れ
と
は
全
く
無
関
係
に
構
築
さ
れ
、
維
持
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さ
れ
、
制
新
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
一
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
。
あ
る

行
為
が
文
化
的
に
処
方
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
必
然
性
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
理
由
、
根
拠
は
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
「
自
然
支
配
に
お
け
る
有
効
性
」
と
い
う
観
点

な
ど
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
文
化
的
取
り
決
め
が
恋
意
性
を
免
れ
な
い
こ
と
は
確
か
だ

と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
複
数
の
人
間
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
の
問
で
、
そ
の
人
た
ち
に
対
し
て
拘
束
力
を

行
使
す
る
も
の
で
は
あ
る
の
だ
。
な
に
し
ろ
、
文
化
と
は
、
自
然
必
然
性

と
並
ん
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
人
間
の
共
同
の
生
の

世
界
の
中
に
一
定
の
秩
序
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。

文
化
は
人
間
の
共
同
の
生
を
秩
序
づ
け
、
そ
の
よ
う
に
し
て
拘
束
す
る
。

法
、
経
済
、
道
徳
、
学
問
、
芸
術
1
1

ど
れ
を
と
っ
て
も
、
そ
の
点
に
は

違
い
は
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
文
化
が
差
し
出
す
秩
序
化
の
モ
デ
ル
は
多
様
で
あ
り

う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
変
化
の
可
能
性
を
含
む
。
こ
の
モ

デ
ル
は
、
構
築
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
修
正
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
破

壊
も
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
際
、
芸
術
は
、
文
化
の
営
み
の
中

で
、
お
そ
ら
く
最
も
拘
束
力
の
弱
い
秩
序
化
モ
デ
ル
を
呈
示
す
る
も
の
な

の
だ
ろ
う
。
「
創
造
」
「
想
像
」
と
い
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
が
芸
術

で
あ
り
(
極
端
な
場
合
「
芸
術
と
は
破
壊
だ
」
だ
の
「
爆
発
だ
」
だ
の
と
言
わ
れ

た
り
も
す
る
)
、
人
は
そ
こ
で
最
も
自
由
で
あ
り
う
る
か
の
よ
う
に
思
い
込

む
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
「
カ
ノ
ン
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
回
避
で

き
な
い
の
も
芸
術
だ
ろ
う
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
領
域
内
部
で
の
拘
束
力
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
と
同

様
に
、
あ
る
文
化
総
体
、
文
化
そ
の
も
の
の
拘
束
力
に
つ
い
て
も
語
る
こ

と
は
可
能
だ
。
正
当
化
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
人
々
の
自
発
的
支
持
に
よ
っ
て
成
立
・
存

続
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
者
の
ケ
l
ス
の
方
が
安

定
し
て
い
る
、
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
後
者
の
方
が
よ
り
「
優
れ

た
」
文
化
だ
、
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
。

か
く
し
て
、
文
化
は
虚
構
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
虚
構
」
と
は
、
「
必

然
性
に
よ
っ
て
下
支
え
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
ー
ー
ー
そ
の
意
味
で
、
土

台
の
「
虚
ろ
」
な
l
l

秩
序
化
や
意
味
づ
け
の
モ
デ
ル
と
し
て
構
築
さ
れ

た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
「
事
実
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
か
「
嘘
八

百
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
「
文
化
は
事
実
で
は
な

い
」
な
ど
と
い
う
乱
暴
な
主
張
が
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
「
構
築
主
義
」
と
は
、
極
め
て
飲
み
込
み
の

容
易
な
、
ほ
と
ん
ど
当
た
り
前
の
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
言
葉
に
も
見

え
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
む
し
ろ
、
「
本
質
主
義
」

の
方
か
も
し
れ
な
い
。

一
体
、
文
化
論
に
お
い
て
は
、
「
本
質
」
の
語
の
も
と
に
何
を
理
解
し
う

る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
l
論
で
あ
れ
ば
、
セ
ッ
ク
ス
/
ジ
エ

ン
ダ
!
と
い
う
二
分
法
が
さ
し
あ
た
り
機
能
す
る
が
故
に
、
本
質
主
義
と

の
決
別
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
、
ま
だ
し
も
も
っ
と
も
な
動
機
が
あ
る
と

は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
民
族
問
題
で
は
、
そ
の
二
分
法
そ

の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
。
「
人
種
」
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
言

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
人
種
/
民
族
は
自
然
/
文
化
に
は

対
応
し
な
い
。
小
坂
井
氏
が
説
得
的
に
一
不
す
よ
う
に
、
人
種
な
る
も
の
も
、

そ
れ
は
そ
れ
で
、
文
化
的
虚
構
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
「
日
本
文
化
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
虚
構
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
自
明
以
上
に
自
明
と
ヰ
一
一
口
う
し
か
な
い
の

で
は
な
い
か
。

問
題
は
、
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
文
化
が
虚
構
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
は
|
|
小
坂
井
氏
が
強
調
す
る
よ
う
に
ー
ー
そ
の
失
格
が
宣
言
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
虚
構
と
し
て
の
文
化
が
、
自
然

必
然
性
の
強
制
力
と
並
ん
で
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
拘
束
力
を
発
揮
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
、
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
恋
意
的
で
あ
る
'
と

し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
個
人
の
頭
の
中
に
あ
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
「
虚
構
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

「
現
実
に
対
す
る
虚
構
」
と
い
う
対
比
の
中
で
思
考
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

こ
の
二
分
法
そ
の
も
の
を
無
効
化
し
、
そ
れ
と
決
別
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
一
l
チ
ェ
に
倣
っ
て
「
現
実
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。
虚
構
あ
る
の
み
」

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
あ
る
い
は
「
真
理
は
存
在
し
な
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
正
し
い
と
人
間
に
よ
っ
て
確
信
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
そ
も
そ
も
真
理
の
定
義
な
の
で
あ
る
。
」
(
(
4
)一
O
九
頁
)

「
虚
構
」
概
念
と
の
か
ら
み
で
と
び
か
う
こ
と
に
な
る
「
戯
れ
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
も
、
だ
か
ら
、
慎
重
な
取
り
扱
い
を
要
す
る
。
「
『
事
実
』

は
マ
ジ
で
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
虚
構
』
は
『
事
実
』
で
は

な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
遊
び
戯
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
」
、
と
い
う
話
で

は
な
い
|
l
e
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
「
事
実
と
虚
構
」
の

二
元
論
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
り
、
こ
と
あ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
「
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ジ
」
に
立
ち
戻
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
。
「
虚
構
」
は
、

な
る
ほ
ど
「
無
根
拠
(
あ
る
い
は
、
「
窓
意
」
の
産
物
ご
で
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
遊
び
疲
れ
た
ら
そ
こ
に
戻
っ
て
ゆ

け
る
休
息
の
場
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
現
実
」
な
ど
確
保
し
て
は
い

な
い
の
で
あ
り
、
「
虚
構
」
と
も
そ
れ
は
そ
れ
で
「
マ
ジ
」
で
つ
き
あ
っ
て

ゆ
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
例
え
ば
「
日
本
文
化
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
に
は
根
拠
は
な

い
、
と
言
っ
て
話
が
す
む
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
虚
構
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
そ
の
虚
構
と
し
て
の
「
日
本
文
化
」
な
る
も
の
が
発
揮
す
る
力
や
、

そ
こ
に
働
き
合
う
諸
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

渡
辺
裕
司
日
本
文
化
モ
ダ
ン
・
ラ
プ
ソ
デ
ィ
』
が
実
践
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
よ
う
な
分
析
の
好
例
だ
ろ
う
。

『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
と
し
て
の
本
質
主
義

渡
辺
氏
も
「
日
本
文
化
」
を
め
ぐ
る
本
質
主
義
的
な
語
り
方
へ
の
批
判

意
識
を
起
点
に
し
て
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
意
識
に
支
持
を

与
え
て
い
る
の
は
、
「
お
よ
そ
『
文
化
』
と
い
う
も
の
を
論
じ
よ
う
と
す
る

際
に
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
共
通
了
解
事
項
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
渡
辺
氏
が
言
う
、
サ
イ
i

ド
の
『
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
』
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
議
論
か
。
見
事
な

要
約
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
引
用
す
る
。
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「
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
閤
有
の
文
化
だ
と
思
い
こ
ん
で
き
た
よ
う
な
も

の
が
、
実
は
西
洋
の
側
の
自
己
中
心
主
義
的
な
歪
ん
だ
自
己
認
識
の
産

物
で
あ
り
、
自
ら
が
最
も
進
ん
だ
合
理
的
な
文
化
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
自
認
す
る
西
洋
に
よ
っ
て
、
自
己
の
う
ち
か
ら
追
い
払
わ
れ
た
非
合

理
的
な
も
の
が
『
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
』
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
日
本
人
自
体
が
、
こ

う
し
た
西
洋
人
の
視
線
を
内
面
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
西
洋
人
の

求
め
る
『
日
本
ら
し
さ
』
を
自
ら
の
固
有
の
文
化
と
錯
覚
し
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
議
論
:
・
:
」(
(
5
)一
六
七
頁
)

「
日
本
の
固
有
の
文
化
」
な
ど
と
い
う
表
象
は
「
創
出
さ
れ
た
伝
統
」
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
日
本
の
遠
い
昔
に
(
普
か

ら
)
存
在
し
た
何
も
の
か
な
の
で
は
な
く
、
日
本
の
近
代
化
と
い
う
歴
史

過
程
と
の
関
係
抜
き
に
は
理
解
で
き
な
い
「
虚
構
」
な
の
で
あ
る
。

「
『
日
本
人
』
は
決
し
て
一
様
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
単
一
の
集
団
と
し
て
の
『
日
本
人
』
と
い
う
表
象
自
体
、

明
治
以
後
の
近
代
化
の
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
一
種
の
虚
構
な

の
で
あ
り
、
明
治
の
『
日
本
人
』
が
『
日
本
文
化
』
に
つ
い
て
今
の
よ

う
な
一
枚
岩
的
な
表
象
を
抱
い
て
い
た
な
ど
と
考
え
る
こ
と
自
体
に
そ

も
そ
も
無
理
が
あ
る
。
」(
(
5
)一
一
一
一
頁
)

大
体
、
「
日
本
文
化
と
は
そ
も
そ
も
、
あ
る
い
は
、
も
と
も
と
何
で
あ
る

の
か
」
と
い
う
よ
う
な
聞
い
の
立
て
方
自
体
が
、
「
日
本
文
化
な
ら
ざ
る
文

化
」
(
西
洋
文
化
)
の
圧
力
に
押
さ
れ
て
、
現
に
日
本
で
文
化
と
し
て
生
起
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し
て
い
る
事
態
を
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
に
」
と
否
定

的
に
捉
え
た
上
で
、
「
現
に
あ
る
」
の
で
は
な
い
何
か
を
遠
い
過
去
に
た
ず

ね
求
め
る
、
と
い
う
姿
勢
に
発
す
る
も
の
な
の
だ
。
そ
こ
に
、
「
そ
も
そ

も
」
と
か
「
も
と
も
と
」
と
い
っ
た
決
ま
り
文
句
が
量
産
さ
れ
る
。
こ
の

手
の
「
本
質
主
義
」
的
姿
勢
が
困
っ
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
「
本
質
」
の
希

求
が
「
現
象
」
へ
の
否
定
的
な
評
価
、
無
関
心
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い

る
点
で
あ
る
|
|
現
象
を
蔑
視
す
る
「
現
象
(
形
あ
る
も
の
)
と
本
質
(
形

を
超
え
た
も
の
ご
の
形
而
上
学
と
、
わ
れ
わ
れ
は
遠
の
昔
に
決
別
し
た
は

ず
な
の
に
。
現
象
軽
視
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
本
質
主
義
は
、
現
象
を

説
明
す
る
上
で
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
「
日
本
と
い
う
場
で
何

が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
」

(
(
5
)二
O
頁
)
が
見
え
て
こ
な
い

l
i

こ
の
点
を
、
「
和
声
楽
器
と
し
て
の
尺
八
」
を
め
ぐ
る
論
争
や
花
柳
文

化
、
宝
塚
歌
劇
と
い
っ
た
具
体
例
に
却
し
つ
つ
、
渡
辺
氏
は
繰
り
返
し
指

摘
し
て
ゆ
く
。

本
質
主
義
的
発
想
は
、
「
日
本
文
化
」
を
論
じ
て
、
日
本
文
化
の
正
体
を

過
去
に
探
し
求
め
ず
に
は
す
ま
な
く
な
る
。
過
去
の
ど
の
時
点
ま
で
遡
る

の
か
、
は
種
々
様
々
で
あ
り
え
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
と
も
と
、

眼
前
の
文
化
現
象
こ
そ
問
い
の
発
生
の
場
、
関
心
の
対
象
で
あ
る
は
ず
な

の
に
、
そ
の
当
の
も
の
が
、
関
心
の
焦
点
か
ら
ど
ん
ど
ん
外
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。四

『
異
文
化
理
解
』
と
い
う
名
の
本
質
主
義
?
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「
こ
う
し
て
宝
塚
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
世
界
は
、
遠
い
西
洋
の

今
と
、
日
本
の
昔
と
い
う
、
両
極
へ
と
分
解
し
、
わ
れ
わ
れ
が
今
生
き

て
い
る
現
代
の
日
本
が
欠
落
し
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
:
:
:
)

わ
れ
わ
れ
が
現
に
生
き
て
い
る
現
代
の
日
本
を
取
る
に
足
り
な
い
も
の

と
し
て
消
去
し
、
西
洋
と
過
去
の
日
本
に
意
識
が
向
か
っ
て
ゆ
く
と
い

う
構
造
は
、
文
化
研
究
の
対
象
を
選
択
す
る
場
合
な
ど
、
実
は
い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
今
な
お
み
ら
れ
る
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
」((
5
)

二
五
O

二
五
一
頁
)

た
し
か
に
、
本
質
主
義
は
、
「
今
な
お
み
ら
れ
る
」
し
た
た
か
な
思
考
習

慣
で
は
あ
る
よ
う
だ
。
す
べ
て
は
虚
構
だ
、
と
達
観
し
て
遊
び
戯
れ
て
い

た
は
ず
な
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
意
外
な
ほ
ど
に
も
あ
っ
さ
り
と
「
マ
ジ
」

に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
|
|
例
え
ば
、
戦
争
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
だ
の
大
量
虐
殺
だ
の
と
い
っ
た
禍
々
し
い
言
葉
が
飛
び
交
い

始
め
る
や
い
な
や
。

現
実
(
現
象
)
へ
の
無
関
心
を
そ
の
目
印
と
す
る
本
質
主
義
は
、
し
ば

し
ば
、
現
実
に
よ
っ
て
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
て
き
た
。
そ
の
点
を

印
象
深
く
示
す
具
体
例
が
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
|
氏
が
描
き
出
す
、
占
領
下

の
日
本
に
対
す
る
U
S
A

の
政
策
決
定
の
過
程
だ
。

「
陸
軍
省
の
こ
の
映
画
(
『
日
本
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
役
割
』
)
は
、
日

本
人
を
『
指
導
者
に
従
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
た
』
人
々
と

し
て
特
徴
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
は
保
守
主
義
者
の
日
本
理
解
を
利
用
し

た
も
の
で
、
こ
の
発
想
は
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
展
開
に
大
き
な
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影
響
を
与
え
た
。
日
本
に
つ
い
て
特
別
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
称
し

て
い
た
米
英
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
聞
で
は
、
こ
う
し
た
日
本
理
解
は
聖

書
の
言
葉
の
よ
う
に
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
日
本

専
門
家
の
多
く
が
、
日
本
に
上
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
民
主
主
義
革
命
を

導
入
し
て
ゆ
こ
う
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
し
た
の
は
、

論
理
的
必
然
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
『
旧
世
代
の
日
本
派
』
の
ほ
と
ん

ど
は
、
普
通
の
日
本
人
が
自
己
を
統
治
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
と

考
え
る
点
で
、
人
後
に
落
ち
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

(
(
6
)二
八
三
頁
)

〈研究動向〉虚構としての文化 藤野寛

「
も
し
、
こ
う
し
た
か
つ
て
の
ア
ジ
ア
問
題
専
門
家
た
ち
が
自
分
た
ち

の
や
り
方
を
押
し
通
し
て
い
た
ら
、
日
本
に
民
主
主
義
革
命
を
導
入
し

よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
早
い
段
階
で
瑚
笑
さ
れ
葬
り
去
ら
れ
て
い

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
起
こ
っ
た
の
は
別
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

他
の
専
門
家
た
ち
が
、
そ
う
し
た
噺
笑
を
お
し
の
け
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
日
本
人
の
『
国
民
性
』
に
見
ら
れ
る
『
適
応
力
』
を
強
調
し

た
行
動
科
学
の
専
門
家
や
、
民
主
主
義
の
価
値
は
そ
の
本
質
に
お
い
て

普
遍
的
で
あ
り
、
人
の
心
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
心
の
底
か
ら

信
じ
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
派
や
左
派
の
政
策
立
案
者
た
ち
で
あ
る
。
リ
ベ

ラ
ル
派
や
左
派
は
、
『
日
本
独
特
の
も
の
』
と
『
普
遍
的
な
も
の
』
と
い

う
、
ま
っ
た
く
異
な
る
ふ
た
つ
の
方
向
に
目
を
向
け
た
が
、
い
ず
れ
の

方
向
か
ら
み
て
も
日
本
に
民
主
主
義
的
な
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
と
楽
観
的
に
考
え
て
い
た
。
」((
6
)二
八
五
頁
)
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世
に
日
本
文
化
通
を
自
他
と
も
に
認
め
る
い
わ
ゆ
る
専
門
家
た
ち
は
、 事

実
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
文
化
通
に
よ
る
提
言
は

何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
。
戦
後
、
日
本
人
が
示
し
た
の
は
、
お
よ
そ

「
日
本
的
」
で
も
「
日
本
文
化
的
」
で
も
な
い
思
考
で
あ
り
、
態
度
振
舞
い

だ
っ
た
。
ダ
ワ
l

氏
が
力
説
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
占
領
初
期
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
側
の
改
革
に
向
け
る
熱
意
は
、
「
改
革
を
受
け
容
れ
て
ゆ
こ
う

と
い
う
日
本
側
の
き
わ
め
て
積
極
的
な
姿
勢
」
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い

た
」
(
(
6
)三
二
八
頁
)
。
つ
ま
り
、
「
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
き
た
の
は
、

勝
者
と
そ
の
政
策
に
た
い
す
る
民
衆
の
反
応
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は

暖
昧
で
あ
っ
た
が
、
誰
も
予
測
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
積
極
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
」
(
(
6
)
三
O
O
)
の
で
あ
る
。

ダ
ワ
l

氏
の
考
察
の
土
台
に
あ
る
の
は
、
「
日
本
文
化
」
と
い
う
言
葉
で

語
ら
れ
て
い
る
も
の
が
い
か
に
当
て
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
認
識
だ
。
「
日

本
の
読
者
へ
」
と
題
さ
れ
た
前
書
き
の
中
で
ダ
ワ
l

氏
は
言
う
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
や
文
化
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
ロ
シ

ア
も
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
も
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
も
、
同
じ
よ
う
に
複
雑

で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
」((
6
)
|副
)

そ
う
確
認
し
た
上
で
、
ダ
ワ
l

氏
は
問
う
。
「
な
ら
ば
、
な
ぜ
日
本
だ
け

が
例
外
な
の
か
へ
と
。

「
そ
う
問
う
時
、
政
治
や
民
衆
意
識
の
中
に
あ
る
固
定
観
念
に
気
づ

く
。
英
語
を
話
す
地
域
で
は
、
『
日
本
』
が
例
外
的
な
国
だ
と
い
う
の
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は
、
一
種
の
決
ま
り
文
句
に
な
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
国
も
、
ど
ん
な
文

化
も
『
ユ
ニ
ー
ク
な
』
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
日
本
の
場
合
に

は
、
『
ユ
ニ
ー
ク
の
な
か
の
ユ
ニ
ー
ク
』
と
さ
れ
る
こ
と
が
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
な
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
日
本
は
単
一
民
族
の
国
で
あ
る
、
そ
れ
は

『
和
』
の
精
神
に
深
く
支
配
さ
れ
た
文
化
で
あ
り
社
会
で
あ
る
、
そ
れ
は

ほ
か
の
園
、
文
化
、
社
会
と
は
、
根
本
か
ら
、
永
久
に
、
違
っ
て
い
る

の
だ
と
。
私
自
身
は
、
そ
う
は
思
わ
な
い
。
」
(
(
6
)
|
・

5

い
理
解
を
備
え
て
い
る
と
称
す
る
人
た
ち
の
側
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

そ
も
そ
も
「
異
文
化
」
と
か
「
異
文
化
理
解
」
と
い
う
よ
う
な
一
言
葉
自
体

が
、
そ
の
物
分
か
り
の
良
さ
そ
う
な
振
舞
い
と
は
裏
腹
に
、
本
質
主
義
的

な
思
考
の
産
物
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
一
体
ど

ん
な
一
言
葉
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

(
ふ
じ
の
・
ひ
ろ
し
/
哲
学
・
倫
理
学
)

注

本
稿
が
論
及
し
た
著
作
は
次
の
六
冊
で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
直
後
に
著
作

番
号
と
頁
数
を
示
し
た
。

E
私
立
E
-

同
町
向
〕
〉
豆
、
h
n宮
阜
、
。
ミ
皆
、
。
・
。
除
。
三

N
8
0・
な
お
拙
釈
は
、

独
訳
(
モ
B

を
同
宮
』
言
、
〉
宮
口
E
n
r
oロ
N
C
Cと
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
。

(
2
)
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
キ
ー
ワ
ー
ド
辞
典
』
椎
名
美
智
・
武
田

ち
あ
き
・
越
智
博
美
・
松
井
優
子
訳
、
平
凡
社
、
三
O
O
二
年
。

(
3
)
上
野
千
鶴
子
編
『
構
築
主
義
と
は
何
か
』
、
動
草
書
房
、
三
O
O

一
年
。

(
4
)小
坂
井
敏
晶
『
民
族
と
い
う
虚
構
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
O
O

二
年
。

(
5
)渡
辺
裕
『
日
本
文
化
モ
ダ
ン
・
ラ
プ
ソ
デ
ィ
』
、
春
秋
社
、
二

O
O
二
年
。

(
6
)
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワl

『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
(
上
)
』
三
浦
陽
一
・
高
杉
忠

明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
O
O

一
年
。

1 

2ω3 

私
も
そ
う
は
思
わ
な
い
。
日
本
文
化
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
の
強
調
と
は
、
西

洋
人
の
視
線
の
内
面
化
の
所
産
、
つ
ま
り
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
他
な

ら
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

同
じ
く
「
戦
後
」
の
イ
ラ
ク
の
状
況
に
目
を
や
り
、
そ
の
状
況
を
め
ぐ
っ

て
交
わ
さ
れ
る
議
論
に
注
意
を
向
け
る
と
き
遭
遇
す
る
の
は
、
本
質
主
義

的
な
|
|
大
が
か
り
で
空
疎
な
|
|
一
言
説
の
横
行
と
い
う
事
態
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
イ
ラ
ク
の
文
化
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
文
化
に

よ
く
通
じ
て
い
る
、
と
称
す
る
人
々
の
関
か
ら
、
そ
の
文
化
が
い
か
に
民

主
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
た

り
し
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
と
ま
る
で
同
様
の
光
景

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
際
、
同
じ
で
あ
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
占
領
政
策
で
あ
る
以
上
に
、
「
異
文
化
」
を
め
ぐ
っ
て

差
し
出
さ
れ
る
提
言
の
方
な
の
だ
。

皮
肉
に
も
、
誤
り
に
陥
り
や
す
い
の
は
、
異
文
化
な
ど
軽
ん
じ
て
そ
の

独
自
性
に
な
ど
目
も
く
れ
ず
、
民
主
主
義
の
普
遍
妥
当
性
を
強
引
に
押
し

つ
け
よ
う
と
す
る
人
々
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
異
文
化
に
対
す
る
深

社会思想史研究助.27



も
ら
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
ま
た
設
立
理
念
や
方
向
性
に
つ
い
て
も
、

長
い
時
間
を
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
集
約
と
し

て
、
以
下
の
よ
う
な
「
設
立
趣
意
書
」
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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設
立
理
念
の
方
向
感
覚

そ
れ
は
、
瓢
箪
か
ら
出
た
駒
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
。

あ
る
出
版
社
の
「
歴
史
講
座
」
の
企
画
編
集
会
議
の
と
き
、
執
筆
者
の

一
人
か
ら
、
「
現
代
史
関
係
の
横
断
的
な
学
会
を
作
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
い

う
提
案
が
あ
り
、
集
ま
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
始
め
で
あ
っ
た
。

確
か
、
一
一O
O

一
年
の
春
の
こ
と
で
あ
る
。
数
名
の
「
発
起
人
」
が
集
ま

り
、
何
回
か
の
会
合
を
も
っ
た
。
集
っ
た
人
々
の
専
門
領
域
は
、
主
に
日

本
を
中
心
に
し
た
政
治
史
・
国
際
政
治
・
外
交
史
・
経
済
史
・
社
会
史
・

文
化
史
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
直
接
、
日
本
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い

な
く
と
も
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
史
、
朝
鮮
史
、
中
国
史
、
東
南
ア
ジ
ア

史
な
ど
、
戦
後
日
本
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
地
域
の
専
門
家
に
は
い
っ
て
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「
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
、
ま
が
り
な
り
に
も
主
権
を
回
復
し
て

か
ら
五
O
年
目
の
今
日
、
平
和
へ
の
疑
念
と
民
主
主
義
へ
の
懐
疑
が
広

が
り
を
み
せ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
戦
後
改
革
の
遺
産
を
忘
れ
て
時
代

の
方
向
性
を
見
失
い
、
知
の
根
拠
地
す
ら
喪
失
し
始
め
て
い
る
。
い
っ

た
い
『
同
時
代
と
し
て
の
歴
史
』
か
ら
何
を
学
び
、
何
を
継
承
す
べ
き

な
の
か
。
も
う
一
度
、
そ
の
原
点
に
ま
で
立
ち
返
り
、
様
々
な
角
度
か

ら
検
討
を
加
え
、
と
も
に
語
り
合
う
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

冷
戦
後
の
混
沌
や
む
こ
と
の
な
い
一
二
世
紀
の
門
出
に
あ
た
っ
て
私

た
ち
は
、
戦
後
日
本
の
歴
史
的
研
究
を
共
通
の
基
盤
と
す
る
新
た
な
知
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の
集
団
を
、
こ
こ
に
設
立
す
る
。
占
領
史
研
究
の
豊
穣
な
成
果
を
継
承

し
、
史
資
料
に
基
づ
く
実
証
性
に
執
着
し
な
が
ら
、
世
界
史
の
文
脈
と

比
較
の
視
座
を
重
視
し
て
、
専
門
分
野
を
横
断
す
る
総
合
的
な
同
時
代

史
の
創
造
を
目
指
す
。
ま
た
、
国
境
の
墜
を
越
え
て
海
外
の
研
究
者
と

手
を
携
え
、
狭
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
壁
を
取
り
払
い
、
世
代
の
壁
を
克

服
し
て
、
幅
広
く
同
時
代
史
の
構
築
に
努
め
る
。

同
時
代
史
学
会
は
、
そ
の
志
に
お
い
て
、
日
本
を
主
た
る
対
象
と
し

つ
つ
も
世
界
に
向
け
て
関
か
れ
、
専
門
性
を
尊
重
し
つ
つ
も
市
民
に
向

け
て
開
か
れ
、
過
去
を
見
据
え
つ
つ
も
未
来
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
絶
え
間
な
い
試
み
の
な
か
か
ら
、
私
た
ち
は
初
め
て
、

同
時
代
史
を
と
も
に
学
ぶ
H

知
の
交
歓
の
場
H
を
創
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
全
文
)

こ
こ
に
は
、
第
一
に
、
世
界
史
的
な
比
較
の
視
点
に
た
っ
て
、
国
境
の

壁
を
超
え
て
「
戦
後
史
」
を
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
(
国
際
性
)
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
戦
後
史
」
と
い
う
呼
称
自
体
が
、
日
本
の
閉
ざ
さ

れ
た
歴
史
意
識
の
産
物
だ
と
い
う
批
判
が
、
す
で
に
板
垣
雄
三
氏
に
よ
っ

て
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
批
判
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
固

有
の
「
戦
後
」
を
世
界
史
的
な
「
現
代
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
対
象
設

定
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
既
成
の

縦
割
り
学
会
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
狭
さ
や
閉
塞
性
を
超
え
て
、
ひ
と
つ
の
問

題
を
横
断
的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
、
組
替
え
な
お
す
こ
と
(
学
際
性
)
。

そ
の
意
味
で
、
旧
来
個
別
分
散
的
に
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
〈
戦
後
日
本
・

現
代
日
本
〉
と
い
う
対
象
が
、
専
門
横
断
的
、
あ
る
い
は
「
学
際
」
的
な

ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
多
角
的
に
分
析
さ
れ
る
端
緒
が
生
ま
れ
た
ど
い
え
よ

う
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
単
な
る
領
域
横
断
性
と
い
う
「
学
際
性
」
を
も

超
え
て
、
同
時
代
を
生
き
、
同
時
代
の
意
味
を
再
考
す
る
市
民
に
開
か
れ

た
も
の
と
す
る
こ
と
(
市
民
性
)
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
、

こ
の
分
野
で
は
二
十
数
年
の
歴
史
を
も
っ
「
占
領
史
研
究
会
」
(
現
・
占
領

戦
後
史
研
究
会
)
が
あ
り
、
こ
の
同
時
代
史
学
会
も
そ
こ
か
ら
多
く
の
人
材

と
経
験
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ば
「
占
領
史
研
究
会
」
の
「
初
心
」
と
も

言
う
べ
き
「
市
民
参
加
」
の
理
念
を
継
承
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
三
つ
の
視
点
を
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
研
究
活
動
と
、
組
織
運
営

に
お
い
て
実
現
す
る
か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
う

し
た
方
向
感
覚
に
出
発
の
思
想
的
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
。

活
動
の
方
向
性

同
時
代
史
学
会
の
最
初
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
一
一O
O
二
年
四
月
一
一
十
七
日

に
、
立
教
大
学
で
開
催
さ
れ
た
創
立
準
備
大
会
で
あ
っ
た
。
テ
ー
マ
は
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
発
効
五
O
年
を
期
し
て
、
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
五
O
年
を
考
え
る
」
と
設
定
さ
れ
、
豊
下
楢
彦
氏
の
「
安
保
条
約
の

現
点
と
原
点
」
、
浅
井
良
夫
氏
の
「
『
日
米
経
済
協
力
』
構
想
と
経
済
自
立
」

リ
ジ
ヲ
ン
ウ
ォ
ン

と
い
う
二
本
の
報
告
を
軸
に
、
外
岡
秀
俊
、
李
鍾
元
の
二
氏
と
、
安
田

の
コ
メ
ン
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
当
日
は
研
究
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

市
民
、
院
生
な
ど
参
加
者
一
五

O
名
を
越
え
、
会
場
で
は
急
濯
、
立
ち
見

の
椅
子
を
用
意
す
る
盛
況
で
あ
っ
た
。
当
日
の
模
様
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

2ω3 社会思想史研究 No.27
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で
も
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
、
た
と
え
ば
『
朝
日
新
聞
』
は
「
こ
れ
ま
で
、
戦

後
史
自
体
、
日
本
固
有
の
観
点
で
と
ら
え
る
一
国
主
義
に
陥
り
が
ち
だ
っ

た
。
ア
ジ
ア
を
視
座
に
市
民
に
も
開
か
れ
た
幅
広
い
研
究
活
動
が
必
要
だ
」

と
し
、
「
民
衆
や
地
方
の
視
点
を
含
む
」
方
向
性
へ
の
「
期
待
」
を
の
べ
て

い
た
(
「
窓
」
『
朝
日
新
聞
』
二O
O

二
年
五
月
七
日
付
)
。
ま
た
「
専
門
研
究

者
、
一
般
会
員
の
区
別
な
く
、
個
々
の
専
門
領
域
を
越
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
、
関
心
、
視
点
か
ら
自
由
に
議
論
を
交
わ
す
こ
と
の
で
き
る
場
で

あ
る
こ
と
」
(
「
同
時
代
史
学
会
へ
の
期
待
と
要
望
」
『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ

l
』
第
二

号
)
に
こ
の
学
会
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
会
員
の
声
は
、
そ
の
最
大
公
約

数
的
な
感
覚
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

創
立
準
備
大
会
以
後
、
十
二
月
に
予
定
さ
れ
た
創
立
大
会
に
む
け
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
準
備
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
は
、
学
会
の
基
本
理
念
、
組
織
体
制
、
会
員
拡
大
、
創
立
大
会
企

画
、
『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
l

』
創
刊
号
の
発
行
な
ど
で
あ
り
、
ほ
ぽ
毎
月
一
回

の
ベ
l

ス
で
聞
か
れ
た
運
営
委
員
会
で
協
議
さ
れ
、
形
を
整
え
て
い
っ
た
。

創
立
準
備
大
会
で
の
会
員
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
、
設
立
趣
意
書
や
学
会

会
則
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
九
月
末
に
は
、
ほ
ぼ
創
立
大
会
の
企
画
の
骨

組
み
が
整
い
、
ま
た
『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
i

』
創
刊
号
も
発
行
さ
れ
た
。
ま

た
組
織
体
制
の
基
本
方
針
は
、
か
な
り
の
議
論
の
末
、
十
一
月
末
に
な
っ

て
固
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
同
時
代
史
学
会
は
、
出
発
し
た
ば
か
り
の
小
さ
な
学
会
で

あ
り
、
会
員
数
も
二
O
O
三
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
一
八
四
名
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
当
面
会
員
不
足
な
ど
の
理
由
で
、
懸
案
の
年
報
発
行
は
む

ず
か
し
い
の
だ
が
、
次
の
三
つ
の
活
動
を
軸
に
、
会
員
拡
大
を
実
現
し
、

• 2ω 

年
報
を
も
っ
た
学
会
と
し
て
の
自
立
を
展
望
し
て
い
る
。
そ
の
活
動
の
第

一
は
年
一
回
の
大
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
の
学
会
の
特
色
を
生
か
し
た

新
し
い
次
元
の
問
題
設
定
に
よ
っ
て
、
広
範
な
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
。

第
二
は
若
手
研
究
者
を
含
め
た
定
期
的
な
研
究
会
を
開
い
て
、
同
時
代
史

学
会
の
専
門
横
断
的
性
格
を
多
く
の
方
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
。
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
、
第
一
固
定
例
研
究
会
は
、
二O
O

二
年
七
月
十
八
日
(
専

修
大
学
)
、
一
冗
朝
日
新
聞
の
久
保
谷
洋
氏
を
招
い
て
「
現
代
史
資
料
と
情
報

公
開
制
度
の
問
題
点
」
の
報
告
が
行
わ
れ
、
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
第
二
回
研
究
会
は
、
同
年
十
月
十
四
日
(
立
教
大
学
)
、
菊
池
信
輝
氏

「
六0
年
代
の
財
界
と
政
治
」
、
岡
田
一
郎
氏
「
日
本
社
会
党
の
組
織
活
動
」

の
二
本
の
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
第
三
回
研
究
会
(
立
教
大
学
)

は
、
二
O
O

一
一
一
年
三
月
十
五
日
に
「
戦
後
日
本
の
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
」
を
テ
ー

マ
に
開
催
さ
れ
、
戸
漫
秀
明
氏
「
〈
戦
場
後
/
占
領
下
〉
社
会
と
複
数
の

『
沖
縄
人
』
」
と
、
小
林
知
子
氏
「
在
日
朝
鮮
人
の
『
多
様
化
』
の
一
背
景
」

の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
い
ず
れ
も
同
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
か
ら
の
多
角
的
問
題
提
起
が
行
わ
れ
、
こ
の
学
会
の
特
徴
が
よ
く
現

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
活
動
の
第
三
は
、
『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
l

』
の

発
行
で
あ
る
(
年
二
回
)
。
こ
こ
で
は
こ
の
学
会
の
活
動
を
詳
細
に
記
録
す

る
と
と
も
に
、
会
員
の
「
期
待
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
集
め
、
学
会
内

外
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
体
を
目
指
し
て
い
る
。

同
時
代
史
の
認
識
論
的
構
図

そ
れ
で
は
同
時
代
史
学
会
の
当
面
す
る
課
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
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か
。
こ
れ
ま
で
で
き
る
だ
け
記
録
に
即
し
て
、
こ
の
学
会
の
特
徴
的
性
格

を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
昨
年
末
に
行
わ
れ
た
第
一
回
大
会
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
通
し
て
、
そ
の
一
端
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
理
事
会
お

よ
び
事
務
局
は
ほ
と
ん
ど
直
面
す
る
活
動
の
実
務
に
追
わ
れ
て
い
る
の
が

実
情
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
「
同
時
代
史
と
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー

マ
は
い
つ
も
そ
こ
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
に
帰
っ
て
い
く
課
題
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
も
政
治
史
、
経
済
史
、
社
会
史
、
外
交
史
、
思
想
史
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
学
問
的
分
野
か
ら
の
定
義
が
一
つ
で
あ
る
は
ず
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
こ
の
学
会
が
そ
の
核
に
抱
え
込
ん
で
い
る
ゆ
ら

ぎ
の
場
そ
の
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
ゆ
ら
ぎ
の
場
の

振
り
幅
の
な
か
に
、
こ
の
学
会
の
可
能
性
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
え
る
か

も
知
れ
な
い
。

同
時
代
史
学
会
創
立
大
会
は
、
二
O
O
二
年
十
二
月
八
日
、
嘉
悦
学
園

で
開
催
さ
れ
、
参
加
者
は
約
三
一O
名
を
数
え
た
。
第
一
部
は
、
「
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
同
時
代
史
の
中
の
戦
争
」
と
題
さ
れ
、
油
井
大
三
郎
氏
の
「
覇

権
国
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
観
と
日
米
関
係
」
、
美
尚
中
氏
の
「
ア
ジ
ア
に
と
っ

て
の
戦
争
と
戦
後
日
本
」
、
雨
宮
昭
一
氏
の
「
戦
後
日
本
の
形
成
・
変
容
と

戦
争
」
の
三
報
告
が
行
わ
れ
、
多
木
浩
二
、
和
田
春
樹
、
吉
見
俊
哉
三
氏

が
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
た
。
ま
た
第
二
部
は
「
特
別
企
画
津
地
久
枝
と
同

時
代
史
を
語
る
」
と
題
し
、
我
部
政
明
氏
、
今
泉
裕
美
子
氏
が
パ
ネ
リ
ス

ト
を
つ
と
め
、
進
藤
栄
一
氏
の
司
会
で
行
わ
れ
た
。

創
立
大
会
で
提
出
さ
れ
た
議
論
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
近

く
報
告
集
が
、
『
戦
争
と
平
和
の
同
時
代
史
』
(
日
本
経
済
評
論
社
)
と
題
さ

れ
て
刊
行
の
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
前
述
し

た
「
同
時
代
史
と
は
何
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
だ
け
、
若
干
の
感
想
を

記
す
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
創
立
大
会
の
企
画
で
は
「
同
時
代

史
の
中
の
戦
争
」
と
い
う
テ1

マ
が
十
分
突
き
詰
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
「
同
時
代
史
と
は
何
か
」
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
多
く
の
有
益

な
コ
メ
ン
ト
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
印
象
が
強
い
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
の
学
会
の
創
立
大
会
に
ふ
さ
わ
し
い

企
画
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

私
の
当
日
の
印
象
で
は
、
「
同
時
代
史
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
考
え
る
軸

は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
一
一
つ
の
相
関
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
論
点
は
こ
の
新
し
い
学
会
に
向
け
ら
れ
た
方
法
的
課
題
と

し
て
残
さ
れ
て
い
く
は
ず
だ
。

ま
ず
前
者
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
詳
細
に
語
っ
た
の
は
、
津

地
久
枝
氏
で
あ
っ
た
。
津
地
氏
に
と
っ
て
、
同
時
代
史
と
は
「
読
者
が
ど

こ
か
で
自
分
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
歴
史
」
と
定
義

さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
「
無
名
の
人
々
」
に
ど
こ
か
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い

る
歴
史
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
権
力
者
や
有
名
人
の
歴
史

で
は
な
く
、
「
民
衆
史
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
同
時
代
史
は
、
国

境
を
越
え
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

も
と
よ
り
こ
こ
に
は
あ
る
先
験
的
な
定
式
に
よ
っ
て
歴
史
を
裁
断
し
て
い

く
「
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
」
へ
の
批
判
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
史
料
の
再
読
に

よ
る
再
発
見
と
〈
聞
き
取
り
〉
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
当
日
、
第
二
部
の
パ
ネ
ラ
!
と
し
て
参
加
さ
れ
た
、
我
部
政
明
氏
に

よ
っ
て
言
わ
れ
た
「
同
時
代
史
に
は
現
場
が
大
事
だ
」
と
い
う
言
葉
と
も 2ω3 社会思想史研究 No.27
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呼
応
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
は
、
歴
史
学
系
の
人
々
に
は
七

0
年
代
以
来
、

「
民
衆
史
研
究
」
の
潮
流
の
な
か
で
、
く
り
か
え
し
語
ら
れ
た
方
法
的
視
点

で
あ
り
、
周
知
の
よ
う
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
依
然
と
し
て
言
う
は

易
く
、
徹
底
し
て
実
行
す
る
の
は
極
め
て
む
ず
か
し
い
観
点
で
あ
る
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、
今
日
の
歴
史
認
識
論
の
水
準
か
ら
い
え
ば
、
た
だ
こ

の
点
だ
け
の
強
調
は
、
一
面
的
と
の
批
判
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
認
識
論
の
次
元
が
政
治
学
や
国
際
政
治
学
、
あ
る

い
は
経
済
史
な
ど
の
世
界
で
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
、
よ

く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
一
O
年
ほ
ど
の
歴
史
学
会
で

は
、
い
わ
ば
歴
史
認
識
の
方
法
的
転
固
と
い
う
視
点
が
重
要
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
も
っ
と
も
端
的
に
指
摘
し

た
の
は
、
吉
見
俊
哉
氏
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
吉
見
氏
は
「
同
時
代
史
」

の
語
り
方
を
問
題
化
し
た
。
つ
ま
り
「
何
を
、
ど
う
、
ど
こ
か
ら
語
る
か
」

と
。
ま
ず
「
何
を
」
(
対
象
)
語
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
同
時
代
史
」
と
い

う
対
象
を
語
る
と
き
、
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
と
い
う
区
分
自
体
が
問

題
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
れ
は
、
同
時
代
史
の
「
理
念
」
か
ら
い
え
ば
、

旧
来
の
学
問
制
度
的
区
分
を
自
明
の
前
提
に
し
た
「
学
際
的
」
と
は
何
か

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
ど
う
」
語
る
か
に
つ
い
て
は
、
一

方
で
の
「
実
証
主
義
的
」
語
り
と
「
構
築
主
義
的
」
語
り
が
対
置
さ
れ
た
。

こ
こ
か
ら
は
周
知
の
よ
う
に
、
「
同
時
代
史
」
を
語
る
「
主
体
」
の
位
置
、

あ
る
い
は
そ
の
「
主
体
」
に
よ
っ
て
「
構
築
」
さ
れ
た
「
構
成
物
」
と
し

て
の
「
同
時
代
史
」
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

第
三
の
「
ど
こ
か
ら
語
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
」
か
ら
語
る
こ
と
の
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自
明
性
に
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ

一
O
年
ほ
ど
の
歴
史
系
学
会
で
は
特
別
な
議
論
で
は
な
い
が
、
こ
れ
か
ら

の
「
同
時
代
史
学
会
」
が
こ
う
し
た
認
識
論
的
問
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
て
い
く
か
は
、
今
後
の
こ
の
学
会
に
と
っ
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ

と
つ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
語
り
の
位
置
」
に
関
す
る

方
法
的
議
論
を
く
ぐ
っ
て
そ
の
先
に
、
ど
の
よ
う
な
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
」
を
も
っ
た
記
述
が
想
定
さ
れ
る
か
で
あ
る
と
思
う
。
「
同
時
代
史
」

の
記
述
が
、
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
と
い
っ
た
既
成
の
学
問
制
度
的
分

割
線
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
、
そ
の
切
り
取
ら
れ
た
「
成
果
」
の
蓄
積
が
、

個
別
の
学
問
制
度
を
補
強
す
る
と
い
う
構
造
が
不
毛
な
の
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
「
市
民
」
に
関
か
れ
た
学
会
を
「
理
念
」
と
す
る
こ
の
学
会
に
ふ
さ

わ
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
「
実
証
主
義
」
か
「
構
築
主

義
」
か
と
い
う
二
項
対
立
を
前
提
に
、
歴
史
記
述
は
記
述
者
「
主
体
」
に

よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
「
構
成
物
」
で
あ
る
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
こ
と

を
強
調
す
る
だ
け
で
問
題
が
解
決
す
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
少

な
く
と
も
、
残
存
す
る
「
史
資
料
」
と
研
究
「
主
体
」
の
緊
張
を
は
ら
ん

だ
プ
ロ
セ
ス
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
性
格

を
も
っ
た
「
構
成
物
」
が
生
ま
れ
出
る
か
の
分
岐
点
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
の
「
構
築
物
」
に
は
抜
き
が
た

く
記
述
「
主
体
」
の
経
験
が
映
し
出
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
第
三
一
の
「
ど
こ

か
ら
語
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
自
明
の
前
提
と
し
て
「
日
本
」
を
想
定
す

る
こ
と
の
問
題
性
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
時
に
は
戦
後
の
言
説

の
な
か
に
「
日
本
」
を
「
発
見
」
し
て
批
判
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
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安
易
な
還
元
主
義
的
傾
向
も
散
見
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
〈
崎
明
後
日
本
・

現
代
日
本
〉
を
そ
の
微
細
な
デ
ィ
テ
ー
ル
に
お
い
て
認
識
す
る
遠
近
法
は

生
ま
れ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
同
時
代
史
」
記
述
の
「
ア
ク
チ
ユ

ア
リ
テ
ィ
」
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
「
同
時
代
史
」
学
会
の
課
題
の
一
つ
は
、
少

な
く
と
も
こ
こ
一

O
年
ほ
ど
の
学
問
方
法
に
お
け
る
認
識
論
的
転
回
を
く

ぐ
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
「
構
築
」
で
き

る
か
に
関
わ
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
明
確
な
解
答
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
今
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
私
に
と
っ
て
最
も
示
唆
的
で
あ
っ
た
の
は
、

多
木
浩
二
氏
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
多
木
氏
の
主
張
は
、
「
同
時
代
を
考

え
る
新
し
い
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
発
見
」
こ
そ
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
で
は

な
い
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
あ
る
枠
組
み
を
作
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
り
、
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
の
脱
出
口
の
ひ
と
つ
は
、
「
文
化
の
な
か
の
政
治
」
や
「
政
治
の
な

か
の
文
化
」
な
ど
の
複
合
的
視
点
の
設
定
に
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
そ
の
実

臨
に
お
い
て
究
極
的
に
は
同
時
代
を
生
き
た
人
間
の
生
存
の
深
さ
、
そ
の

内
面
の
深
さ
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
生
存

の
深
さ
と
い
う
場
所
は
容
易
に
客
観
化
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
部
分
に

こ
そ
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
の
根
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
多

木
氏
は
、
多
く
の
「
同
時
代
史
」
を
描
い
た
記
述
に
も
、
自
分
た
ち
の
世

代
の
「
い
い
よ
う
の
な
い
苦
し
み
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
、

そ
れ
を
超
え
る
「
新
し
い
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
発
見
」
の
試
み
の
一
つ
と
し

て
、
内
田
隆
三
『
国
土
論
』
(
筑
摩
書
房
)
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
(
こ

の
本
は
、
同
時
代
史
を
方
法
的
に
考
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
)
。

こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
認
識
論
的
転
回
を
く
ぐ
っ
た
場
所
か
ら
、
ふ
た
た

び
同
時
代
史
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
人
間
の
「
生
存
の
深
さ
」
か

ら
問
い
直
す
視
点
が
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
同
時
代
史
の
方
法
は
、

も
う
一
度
こ
う
し
た
ら
せ
ん
構
造
を
通
っ
て
、
津
地
久
枝
氏
ら
に
よ
っ
て

強
調
さ
れ
た
「
民
衆
史
」
的
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
包
括
す
る
場
所

に
到
達
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
今
後
、
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
同
時
代
史
学
会
が
取
り
組
む
べ
き
、
「
同
時
代
史
と
は
何
か
」
に
関
わ
る

重
要
な
争
点
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
。

(
や
す
だ
・
つ
ね
お
/
近
現
代
日
本
思
想
史
) 2ω3 社会思想史研究 No.27
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Hegel' s Criticism of the Christian Religion and his Idea of 
“ folk religion" in Bem 

Keiji SAYAMA 

D町血ghis stay as a private tutor in Bern (1793・96)， Hegela抗emptedto 批awup

a new conception of a “folk religion (Volksreligion)" 白roughaαitiα1and histori田I

investigation of the Christian religion. His idea of a folk religion was inspired perhaps 

by Rousseau's “religion civile" in “On Social Contractぺ Thisnew religion should 

be a folk religion that makes impression on heart and imagination of the people. At 

the s訂netime it should educate and lead the people morally. 

In his criti伺1 study in religion Hegelleaned on Kant' s moral philosophy and 

rational view on religion on the one hand. Thus he found the essence of religion 

in morality and criticized the Christian belief based on the authority of]esus as 

the Messiah or of the Christian church. According to Hegel, such a belief is a 

“positive" in which the moral heteronomy shows itself. On the other hand, he 

took the ancient polis religion as a historical model of the folk religion, because 

that religion had shaped the whole life of all citizens. 

The young Hegel opposed two concepts of religion (Kantian moral religion 

and ancient polis religion) and two corresponding concepts of企eedom (Kantian 

subjective autonomy and collective polis autonomy) to 出e “positivity" of the 

Christian religion. However, he seems to have paid little attention to the question, 

to what extent the Kantian modern subjectivism 伺n be united with the ethical 

collectivism in the ancient polis.At the end of the Bern period he noticed difficulties 

of his attempt, and later tried to overcome his Kantianism with the help of his 

企iend H�derlin in Frankfurt. 
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method into question. In this paper I concentrated upon the latter, particularly 

upon Kant' s thesis, that philosophers may apply teleological principles to fields 

where experiential knowledge is lacking. Because these principles 紅e the outｭ

come of speculation by philosophers like Kant, the assumptions of “ Inside" of 

the European Enlightenment have dominated the interpretation of the “ Out

side". I tentatively conc1ude, that “ Eurocentralism" is both the product of teleｭ

ology and its methodology. 

社会思想史研究助.27 21ω3 
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The German Enlightenment and “ Inside" 

Masaki BAN 

Atthe25出 annualmeeting of our society,“Symposium 1" took place on “ En

lightenment and Outside". The discussion depended on the dual structure of the 

concept “ Outside", namely geographic “Outside" and uncultivated parts of 

European society as inner “ Outside". The symposium concluded wi出 an interｭ

esting interpretation ofThe Enlightenment, that the universal tendency of Euroｭ

peans was not the appeぽanceof so-called “Eurocentralismぺ Rather， using the 

various cultures of the geographic“Outside", Europeans reflected on themselves 

and criticized the inner “ Outside" 

In this paper 1 will ask about the historical philosophy of Kant, and whether 

the formulation of “Symposium 1" applies to the German Enlightenment. Kant 

treated the geographic “Outside" within his “Naturgeschichte" (natural history), 

and the perfect civilization of Europe within his “Weltgeschichte吋worldhistory). 

In both histories, the teleology of mankind is important. On the one hand, not 

everything in the natural history 伺n be known experientially, so 出at the unｭ

known p訂ts of natural history, including the creation of different racial types, 

must be explained by insight based on reason. On the other hand, the progress 

of world history 四n only be predicted by transcendental philosophy. Teleology 

is the link between the two kinds of history. 

Conceming teleology, Kant debated with both Herder and Georg Forster. 

While Herder criticized Kant's teleology itself, Forster put Kant's transcendental 
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In 1925, Ishikawa published the work “Hishinkaron to]insei" [Antievolutionism 

and Life J. In this work, he stated the doub出1 points of the 出eory of evolution 

and proposed the social reform based on “Ninjo", humanityin]apanese. Ishikawa 

defined the word “Ni吋0" as an unchangeable and universal in mankind. This 

proposalled him to accomplish白etheory of id回Is∞ietyearly in the 1930s, which 

aimed to purs凶t a commensal society. 

In conclusion, it became clear that Ishikawa had proposed his antievolutionism 

with白血凶g白ereform of society in mind, and this proposal had凶cenanimpor伽t

position in the process ofbuilding up his 伯郡laltheory of id回1 society. His proposal 

for social reform may help today' s social movements which 位Y to find a way to 

actualize commensal society in the future. 

社会思想史研究助.27 2003 
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The Antievolutionism in the thoughts of Sanshir� Ishikawa : 
A Pursuit of Commensal Society 

TakuNISH町'AMA

SanshirδIshikawa (1876-1956) started to be involved in a peace movement 

during the Russo-]apanese War, and then committed himself in other social 

movements such as ∞nsumer co-operative movement, peasant movement and 

syndicalistic movement. He also left many criticisms of various topics concerning 

politics, economy, education, religion, history and so on. Among them, he 

raised objection to the evolutionism since 1923. It was called “Hishinkaron " 

[Antievolutionism] by him. 

Up to now, the studies on Ishikawa have concentrated upon “Dominseikaturon" 

[A theo可 concerningthe life of tiller of the earth ], though his antievolutionism 

was also proposed during the important period in his life. Therefore it seems 

白atthe observation about his antievolutionism needs to be practiced. In this paper, 

1 examined the position of Ishikawa's antievolutionism in ]apanese modern hisｭ

tory, the feature ofhis logic and a relevancy to his original theory of ideal society. 

In the process of modernization of ]apan, the evolutionism was regarded as 

the vanguard of Western knowledge and a lot of intellectuals paid attention to it. 

What was peculiar in ]apan was that the evolutionism was accepted as the social 

evolutionism rather than as the 出eo可 ofbiology. Even socialists took note of 

the idea of social evolutionism, as they thought it was useful for explaining 

changes in society. They groped for the ideal society by adapting it. It was under 

this circumstance that Ishikawa wholly raised objections against the evolutionism. 
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rationality and intensities of being. 

However, Hardt's logic fundamenta11y depends on Deleuze's interpretation of 

Spinoza, which is the ve可 core of the political philosophy of Deleuze himself. 

Therefore, is Deleuze's political thought conceming the mulutitido consistent 

with Negri's? Negri often speaks of the value of love in the critical part of his 

texts, whereas Deleuze seldom does, or rather proposes to “stop loving" because 

love forms sti同ectsando同ects伽tobs凶ctreal flows or vital physical conn配tions

within Nature. The difference might lead to quite different political consequences 

of the practices in the multitudo. 

The problem of the multitudo is deeply relevant to that of democracy formwated 

by Spinoza as仰minoabsolutum imperium (∞mpletely absolute form of govemment) . 

What is such a democracy? What is needed for us to construct productive social 

associations? 一一一 These questions lie before us now as ever. 

キ士会思想史研究 No.27 2，ω3 



219 ・ 〈英文抄録〉

Crises and ethical elements in the multitudo 

Toshiya ASANO 

Antonio Negri and Michael Hardt, who are the coauthors of EmPire (2000) , 

propose that we need to adopt a new concept as a politi伺1 subject in the globalized 

world the multitude (multitudo) --which is the key element of Spinoza's 

political thinking, especially concerning democracy. Certainly, the concept still 

seems to have abundant possibilities, but, in fact, involves some serious crises: 

con企ontations， hostility and mutual destruction among its members. 

In some essential papers, they仕Yto show to overcome the negative elements 

in the multitudo, but with regard to the logic of the social constitution 泊 themultiiωdo，

there seem to be some distinctions between the two. To construct a cooperative 

relationship in the multitudo, N egri insists that pie加 (morality) andamor Oove) 

紅eneeded for the subjects, while, to achieve the same objective, Hardt requires 

only the joyful passions and the formation of notionιs communes (common notions) 

and does not resort to moral or transcendent values. 

Are they contradictory in spite ofbeing in such close cooperation? The apparent 

contradiction 伺n be solved if we carefully examine Spinoza' s concepts. He 

definesρiet.邸 as the desire to do good according to the guidance of reason, and 

amor as joyful passion. The desire, joy and re泡sonin Spinoza's philosophy are the 

immanent process of being, and therefore, have no connotation of transcendence. 

Cons叩ently， asfarasNegri u詑抽出e棚田ptsaωIrdingωSpin鍋.'stem血01唱y，

his logic does not contradict Hardt's because both only express the physical 
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oppressive conceptual-仕amework， and therefore ecofeminist-philosophers 仕y

to listen to various voices of “ Others", and to weave quilt-theories. 

社会思想史研究 No.27 2，ω3 
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A Modem Perspective of “Women, the Body, and Nature" 

Mutsuko KAWAKAMI 

The pu叩ose of this paper is to examine the modern perspective of female 

body and nature, and to research the teaching methods of Women-problems. In 

considering of two pu叩oses we deal with two theories by Barbara Duden and 

ecofeminist philosophers. These theories regard the problems of the body and 

nature as most important when we considering problems of women. 

Duden focuses on the problems of female body in reproduction. Her theory of 

the female body is established within a larger study ofbody-history, and it is her 

opinion that concept of the body tied to history. In her theory the modern female 

body has become a representation-space by scientific technique. But now women 

have sensibilities of internal-nature of the body through many experiences induding 

pregnancy, abortion and menstruation. Duden think it important in our university 

education that we listen to the faint voices of our internal-nature of the body. 

Another perspective was proposed by a new ecofeminism-theory in the nineｭ

teen-nineties. This theory is a trial of ecofeminist philosophers Warren, Cheney, 

and Buedge. Ecofeminist philosophers reconsider the problem of connection 

with women-domination and nature-domination in modernity. They tried to overｭ

come the modern-dualistic and essentialistic conception of nature which ecoｭ

feminism-theories in the past had. W.紅白n'sconstruction of ecofeminist-philosophy, 

basedon “women- other human Others-nature interconnections", also refers 

to environmental interconnections. But in our time this interconnection has an 
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desire inside out. But if we want to reach a realm of the beauty, we must be 

仕ee 企om our desire". For Onisi, the desire is the subjective violence to the 

other. Only man desires the nude ofwoman. So he needs to cool down the desire. 

Then Onisi notices a role of the eyes to control the desire. Only the sense of 

sight can be far away仕omthe everyday life, and reach to a realm of the beauty. 

Now he can state the new mapping of body as the eye-centrism. 

社会思想史研究 NO.27 2似沼
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A new mapping of the eyes and body : on the texts of 
Onisi Hajime in the twenties of the Meiji era 

Mizuhisa SHIMIZU 

At the Meiji era, the most of]apanese ordinary values were changed. 同比lC凶arly

in the art scene, the訂tistsand the aestheticians faced the Renaissance perspective 

that constructed a geometrical space. This perspective was different 仕om the 

previous ]apanese perspective. They were shocked and enamored by it, so to 

correspond with it, they must changed their sense of sight and re-mapped their 

body images, because the eyes were deeply connected with the body (On the 

con位紅y， people separated one eye企omthe body in the Renaissance perspective) . 

In this paper, 1 want to explore how the aestheticians received this changing of 

the sense of sight, and how they re-mapped the body images newly. So 1 take 

the texts of Onisi Hajime who developed his critical theory about the beauty and 

the sense of the body at the twenties of the Meiji era. He died ve可 young (age 

36), so he could not completed his own aesthetics , and his texts were even 

仕agmentary. But in these 仕agmentswe田nsee that his thought is very important 

and influential even today. So, to examine these 仕agmental texts , and refine 

his central problem, we will find how he mapped the sense of body. In his early 

texts, standing in pacifism, he wants to construct his aesthetics against the 

rising of modern nationalism, but he does not concern with the sense of body 

certainly. But latterly he faces the nude of a woman, a painting by Kuroda Seiki , 

then he ought to think about the desire inside the body in the life world. He says 

that “ the audiences want to touch the body in a painting, then they release the 
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• 226 〈公募論文投稿規定〉

公
募
論
文
投
稿
規
定

一
、
論
文
投
稿
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
投
稿
は
随
時
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
編
集
の
都
合
上
、
投
稿
受
け
付
け
の

区
切
り
を
年
二
回
設
け
、
三
月
二
O
目
、
十
一
月
十
五
日
(
共
に
必
着
)

と
す
る
。
送
付
先
は
社
会
思
想
史
学
会
事
務
局
と
す
る
。

三
、
論
文
の
枚
数
は
、
論
題
、
注
な
ど
を
含
め
、
四
O
O
字
X

五
O
枚
H

二
O

、

0
0
0
字
(
一
行
四
O
字
、
四
O
行
で
印
刷
し
て
、
一
一
了
五
ペ
ー
ジ
)

以
内
と
す
る
。
論
文
の
最
後
に
、
総
文
字
数
の
デ
ー
タ
を
記
入
す
る
。

四
、
論
文
は
、
四
部
提
出
す
る
。
う
ち
一
部
に
は
執
筆
者
名
を
記
載
す
る
が
、

残
り
三
部
に
は
執
筆
者
名
を
記
載
し
な
い
こ
と
。

五
、
論
文
は
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
提
出
す
る
こ
と
。
そ
の
場
合
必
ず
、

A
4
判
用

紙
を
使
用
し
、
一
ペ
ー
ジ
四
O
字
×
四
O
行
の
書
式
と
す
る
。
ま
た
電
子

デ
l

タ
を
添
付
す
る
こ
と
。

六
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

ア
編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番
号
、

開
・
白
色
ア
ド
レ
ス
を
明
記
す
る
。

イ
英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
四0
0

語
て
い
ど
の
抄
録
を
作
成
す
る
。

七
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。

八
、
論
文
の
採
否
は
編
集
委
員
会
が
委
嘱
す
る
審
査
員
の
所
見
に
基
づ
き
、
編

集
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

九
、
二
重
投
稿
は
認
め
な
い
。

十
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
著
作
権
は
、
社
会
思
想
史
学

会
に
帰
属
す
る
。
但
し
著
者
に
よ
る
論
文
の
転
載
等
を
学
会
と
し
て
制
限

す
る
、
も
の
で
は
な
い
。

投
稿
規
定
(
二
)
へ
の
補
則

-
そ
れ
ぞ
れ
の
区
切
り
ご
止
に
、
編
集
委
員
会
は
審
査
規
定
に
し
た
が
っ
て

審
査
を
お
こ
な
う
。

論
文
の
掲
載
号
に
か
か
わ
る
区
切
り
は
十
一
月
十
五
日
と
し
、
そ
れ
ま
で

に
事
務
局
に
到
着
し
た
投
稿
論
文
を
採
用
し
た
場
合
、
翌
年
発
行
の
年
報

に
掲
載
す
る
。
し
た
が
っ
て
三
月
二
O
日
の
区
切
り
ま
で
に
到
着
し
た
投

稿
論
文
の
場
合
、
採
用
し
て
も
、
同
年
で
は
な
く
翌
年
発
行
の
年
報
に
掲

載
と
な
る
。

論
文
の
掲
載
号
と
発
行
年
次
に
か
ん
す
る
誤
解
を
防
ぐ
た
め
、
審
査
結
果

を
投
稿
者
に
通
知
す
る
さ
い
、
掲
載
号
と
発
行
年
次
を
明
記
す
る
。

2 3 
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公
募
論
文
審
査
規
定

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
お
よ
び
特
集
論
文
(
以
下
、

「
論
文
」
と
い
う
)
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会
が
、
審
査
員
の
審
査
報
告
に

基
づ
い
て
、
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
内
容
、
表
現
な
ど
に

つ
い
て
、
投
稿
者
に
再
検
討
を
う
な
が
す
こ
'
ど
が
で
き
る
。

二
、
審
査
員
の
委
嘱

1
編
集
委
員
会
は
審
査
員
の
委
嘱
に
あ
た
っ
て
拡
大
編
集
委
員
会
を
召

集
し
、
拡
大
編
集
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
論
文
テ
1
7

・
内
容
を

考
慮
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
会
員
か
ら
、
論
文
一
篇
に
つ
き
複
数
名
の

審
査
員
を
委
嘱
す
る
。
そ
の
さ
い
投
稿
者
と
審
査
員
の
関
係
に
お
い
て
公

平
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
慎
重
に
配
慮
す
る
。

2
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
審
査
員
の
間
お
よ
び
審
査
員

相
互
聞
は
匿
名
と
し
、
審
査
員
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事
後
に
も
編
集
委

員
会
お
よ
び
拡
大
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

(
1
)審
査
員
は
対
象
論
文
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
熟
読
し
、
ま
た
年
報
既

刊
号
掲
載
の
関
連
・
周
辺
論
文
を
併
読
し
、
本
年
報
に
掲
載
可
能
か
ど
う

か
を
審
査
し
、
所
見
を
表
明
す
る
。

(
2
)評
価
は
A
、
B

の
上
、
B

の
下
、
C

の
4

段
階
に
区
別
し
て
下
す
。

そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
つ
ぎ
の
も
の
と
す
る
。

A
一
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報
掲
載

に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
を
除
い
て
、
必

要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B

の
上
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
そ
の

理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か
に
す
る
。

B

の
下
・
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
論
の
構
成
、
論
証
の
し
か
た
な
ど

に
つ
き
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
書
き
直
し
の
理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か
に
す
る
。

C

内
容
的
に
み
て
、
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。

審
査
員
は
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

(
3
)審
査
結
果
は
、
審
査
員
署
名
っ
き
の
書
面
に
記
し
、
封
書
に
て
依
頼

書
に
記
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
下
記
連
絡
先
に
通
知
す
る
。
審
査
論
文
の
複

写
は
、
本
年
報
刊
行
時
ま
で
審
査
員
が
保
管
す
る
。

連
絡
先
一
(
当
該
年
度
公
募
論
文
担
当
編
集
委
員
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
、
宮
番
号
、

p
g
匙
ア
ド
レ
ス
)

(
4
)当
該
論
文
掲
載
の
最
終
審
査
は
編
集
委
員
会
で
お
こ
な
う
。

四
、
投
稿
者
へ
の
審
査
結
果
通
知
お
よ
び
リ
ラ
イ
ト
要
請

編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
員
の
名
を
伏
し
た
う
え
で
審
査
報
告
の
コ

ピ
ー
を
同
封
し
て
、
審
査
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は

リ
ラ
イ
ト
を
要
請
す
る
。
審
査
員
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、C
の
評
価
が
な

さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
年
度
に
つ
き
不
採
用
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
投

稿
者
は
当
該
論
文
を
修
正
の
う
え
再
度
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
論
文
の
最
終
審
査

編
集
委
員
会
は
、
リ
ラ
イ
ト
の
結
果
を
審
査
報
告
に
て
ら
し
て
検
討
し
、

論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
と
と
も
に
、
幹
事
会
に
報
告
す
る
。
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執
筆
要
領

-
表
記

1

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

2

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
詰
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

(
例
)
故
に
↓
ゆ
え
に
所
謂
↓
い
わ
ゆ
る
然
る
に
↓
し
か
る
に

等

3
引
用
文
は
「
」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『
』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
はH
d

な

ど
で
括
る
。

4
数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

h
1
]
一
般
の
数
(
基
数
詞
の
類
)
に
つ
い
て
は
十
(
ト
ン
ボ
)
を
入
れ
ず
四
桁

目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入
れ

る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

(
例
)
一
億
八
三
六
万
二
0
0
0
円
二
四
万
二
六
三
人

[
2
]千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
語

を
使
用
。

(
例
)
六
千
万
年
六
百
年

[
3
]暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
(
ト
ン
ボ
)
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ
を

使
用
し
な
い
。

(
例
)
一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)
年

[
4
]年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

(
例
)
十
一
月
十
八
日
で
三
一
十
一
歳
に
な
る

[
5
]数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

(
例
)
三
四
O
|
四
八
O
円
一
九
六
O
|
六
五
年

[
6
]分
数
・
小
数
の
表
記
。

(
例
)
三
分
の
一
一
一
一
分
の
五
五
二
・
二
一

[
7
]紀
元
前
・
後
の
表
記
。

(
例
)
前
二
二
|
後
三
一
一
年

[
8
]
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
(
ト
ン
ボ
)
を
使
用
す
る
。

(
例
)
十
九
世
紀
二
十
一
世
紀
ル
イ
十
四
世

-
翻
訳
上
の
記
号
の
置
換

お
お
よ
そ
、
次
の
様
な
要
領
に
て
置
換
す
る
。

[
1
]
原
文
中
の
引
用
符
《
》

p
u

等
は
「
」
に
。
引
用
符
中
の

引
用
符
は
『
』
あ
る
い
は
〈
〉
に
し
て
統
一
的
に
処
理
。

[
2
]原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
は
、
書
名
・
作
品
名
・
紙
誌
名
の
場
合
『
』

で
括
る
。

[
3
]原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
強
調
な
い
し
概
念
表
現
で
あ
る
場
合
、
傍
点

を
付
す
。

[
4
]原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
、
単
に
原
文
に
対
す
る
外
国
語
で
あ
る
が
故

に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
は
何
も
し
な
い
。
或
い
は
必
要
に
応
じ
片
仮

名
で
ル
ビ
表
記
を
す
る
。

[
5
]
原
文
に
あ
る
[
]
(
原
著
者
が
引
用
し
た
も
の
に
対
す
る
原
著
者
の

補
足
・
注
記
な
ど
)
は
そ
の
ま
ま
[
]
に
。

[
6
]
訳
者
に
よ
る
訳
註
な
ど
の
補
足
は
[
]
で
括
る
。

[
7
]
原
文
の
(
)
は
そ
の
ま
ま
(
)
に
。
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[
8
]意
味
の
纏
ま
り
な
ど
を
表
現
す
る
上
で
頗
る
効
果
的
で
あ
る
、
な
ど
の
意

識
的
な
判
断
に
よ
っ
て
、
原
文
に
は
な
い
「
」
(
)
な
ど
を
敢
え

て
多
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
む
ね
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

-
構
成

1
本
文
中
に
節
を
設
け
る
場
合
は
、
一
二
三

立
て
る
場
合
は
、
1
2
3

と
す
る
。

本
文
以
外
の
補
足
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
注
、
参
考
文
献
の
順
と
す
る
。

参
考
文
献
リ
ス
ト
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
な
お
、
注
と
参
考
文
献

リ
ス
ト
も
原
稿
枚
数
に
含
む
。

と
し
、
さ
ら
に
項
を

2 -
注

1

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に

(
1
)
(
2
)
(
3
)
:・と
記
し
、
稿
末
に
注

を
纏
め
て
番
号
順
に
配
列
す
る
。
注
番
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
せ

ず
に
、
英
数
半
角
で
普
通
の
入
力
で
お
こ
な
う
。
ま
た
引
用
の
場
合
に
は

引
用
カ
ツ
コ
の
す
ぐ
後
に
、
文
章
注
の
場
合
に
は
句
読
点
の
前
に
入
力
す

る
。
稿
末
に
配
列
す
る
注
に
は
そ
れ
ぞ
れ

Q
Y
(
N
)・
:
と
表
記
す
る
こ
と
。

(
例
)
「
」

(
H
)

『
』

(
N
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に

多
く
の
分
析
が
あ
る
S

。

注
の
内
、
引
用
文
献
は
次
の
要
領
で
表
記
す
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
記
。

(
参
考
文
献
の
配
列
の
基
本
は
、
和
文
の
場
合
は
五
十
音
順
に
、
欧
文
の
場

合
は
ロ
ー
マ
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
す
る
)
。

①
表
記
す
る
情
報
は
、
著
者
名
、
(
あ
る
場
合
は
編
者
名
)
、
書
名
/

2 

論
文
名
、
(
論
文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
)
、
雑
誌
名
(
号
数
も
)
、
発
行

所
或
い
は
発
行
者
名
、
刊
行
年
。

②
和
書
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
『
』
で
括
り
、
論

文
名
は
「
」
で
括
る
。

③
欧
文
文
献
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で

入
力
、
ま
た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原

稿
に
も
、
そ
の
箇
所
を
手
書
き
赤
線
で
「
イ
タ
リ
ッ
ク
」
と
指
示
す
る
。

[
和
書
の
場
合
]

(
例
)

丸
山
虞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
一
一

年
、
一
一
二
一
ー
ー
五
頁
。

丸
山
虞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波
書

店
、
一
九
四
六
年
。

丸
山
民
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版
現
代
政
治

の
思
想
と
行
動
同
未
来
社
、
一
九
六
四
年
。

某
「
論
文
名
」
某
編
(
或
い
は
監
修
等
)
『
論
文
所
収
書
名
』
、
出
版
社

名
、
刊
行
年
。

[
和
訳
書
の
場
合
]

(
例
)

ピ
エ
|
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
l

『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
l
l

社
会
的
判
断

力
批
判
I
E

』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、I
、
五

六
七
頁
。

ピ
エ
|
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
l

、
ジ
ヤ
ン

H

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ヤ
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ン
H

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
|
|
認
識
論

上
の
前
提
条
件
』
、
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
四
年
。

[
外
国
語
文
献
]

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
J

・
日
な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず

に
入
力
し
J

・
υ

の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
(
あ
る
場
合
は
編
者
名
)
、
書
名
/
論
文
名
、
(
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
)
、
雑
誌
名
(
号
数
も
)
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
べ
l

ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
(
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
)
。

(
例
)

F
F
F
B
-
Z
。
号
0
2
0・
c
g
g
E
S

品
p
m
g
R
m
3
a
n
H
S
Z
2
5
q
噂
E

n
E

区
宮
。
口
同
町
・
a
-
-
A
V
S
5
.
E

ミ
ミ

3
a
H
S
S
-
E
E
O
R
H
N
E
E
岡
市

]
戸
由
日
可
申
・
同
】
・

ω
0・

巧
宮
前
伊
豆
白
石
岡
山

E
Hぽ
豆
島
門
岳
民
旨
~
.
』
吋
事
母
長
官

E
-

歪
-
m
p
z
p
N


明
白-
-
H甲
∞
印
・
日
】

-
A
F・

出
。v
g
p
国
民
g
g
(
巴
甲
町
)
日
早
2
2
z
d
司
四
包
括
毘
『
印
冨
田
片
田
円
。

n
F件
。
阿
国
一

、
3
5
S

告
白
ま
な
お
福
岡
品
』
間
・
・
N
W印
・
H∞
・

y'書出

区法号
伊豆量

e 言
電三 四

E・ 2
司、.

5p 
F g 
E ロ

�; "'" 
巴師

55 
5 喜
5・ 5.

mE 
E 凹�:f . 
r ロ

ー~ ~ 

喜容

お
詫
び
と
訂
正

お
詫
び
と
訂
正
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
二
六
号
の
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ッ
シ
ョ

ン
」
の
記
事
の
中
で
、
原
田
哲
史
会
員
の
報
告
タ
イ
ト
ル
が
誤
っ
て
い
ま
し
た
。
一
四
六

頁
の
タ
イ
ト
ル
名
「
十
八
・
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
社
会
経
済
思
想
」
を
「
十
八
・
九
世
紀
ド

イ
ツ
の
社
会
経
済
思
想
」
と
訂
正
し
ま
す
。
ま
た
目
次
欄
四
頁
も
同
様
の
訂
正
左
な
り
ま

す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
致
し
ま
す
。

(
年
報
編
集
委
員
会
)

以
上
)
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編
集
後
記

す
で
に
会
報
な
ど
で
周
知
の
よ
う
に
、

今
号
か
ら
誌
面
構
成
の
リ
ニ
ュ
l

ア
ル
と

な
り
ま
す
。
変
更
の
要
点
は
大
会
関
係
の

記
録
な
ど
は
『
大
会
報
告
集
』
に
移
し
、

「
特
集
」
を
軸
に
し
た
「
公
募
論
文
」
中
心

の
構
成
を
と
り
、
合
わ
せ
て
書
評
・
研
究

動
向
・
学
界
動
向
な
ど
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。

今
号
の
特
集
は
「
学
問
の
現
場
性
」
を

取
り
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
の
情
況

の
な
か
で
「
思
想
史
研
究
」
が
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
か
を
、
経
験
・
社
会
・

教
育
現
場
な
ど
、
い
わ
ば
「
外
部
」
と
の

相
関
に
お
い
て
、
立
体
的
に
再
考
す
る
試

み
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
号
で

ど
こ
ま
で
こ
の
趣
旨
に
迫
れ
た
か
は
読
者

の
方
々
の
ご
批
判
を
ま
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
繰
り
返
し
立
ち

戻
っ
て
く
る
べ
き
場
所
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
が
「
思
想
史
研

究
」
の
「
思
想
性
」
を
問
い
直
す
重
要
な

拠
点
の
一
つ
だ
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
今

号
の
も
う
一
つ
の
軸
は
、
座
談
会
の
試
み

で
す
。
た
と
え
ば
「
思
想
史
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
」
と
い
う
視
点
な
ど
、
こ
こ
に
は

今
後
の
「
思
想
史
研
究
」
の
方
向
性
を
考

え
る
い
く
つ
も
の
提
言
が
あ
る
と
同
時

に
、
編
集
サ
イ
ド
か
ら
い
え
ば
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
の
「
学
会
誌
」
か
ら
の
跳
躍
が
い

か
に
可
能
か
と
い
う
模
索
の
意
図
を
含
ん

で
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
の
リ
ニ
ュ

l

ア
ル
の
試
み

は
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
の
浮
上

を
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
テ
ー

マ
設
定
と
会
員
の
応
答
と
の
関
係
、
論
文

審
査
の
あ
り
か
た
、
「
学
会
誌
」
の
固
定
し

た
ス
タ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
開
い
て
い
け

る
か
な
ど
な
ど
。
来
年
度
に
向
け
、
シ
ス

テ
ム
の
変
更
な
ど
を
含
ん
だ
模
索
は
続
き

ま
す
。
皆
様
の
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い

致
し
ま
す
。

(
編
集
主
任
安
田
常
雄
)
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社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

社
会
思
想
史
が
学
界
で
市
民
権
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か

え
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
接
近
に
意
見
交
流
の
場
が
与
え
ら
れ
る
な
ら

ば
、
さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

へ
の
関
心
を
核
と
し
た
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
思
想
史
的
関
心
を
お

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。
(
一
九
七
六
年
)





危
機
の
初
年
と
思
想
家
た
ち

D

・
ロ
ン
グ
/
p

・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
編
著
宮
本
盛
太
郎
/
関
静
雄
監
訳
.
戦

間
期
理
想
主
義
の
再
評
価
歪
め
ら
れ
た
“
理
想
主
義
者
"
た
ち
の
再
評
価
か

ら
、
国
際
政
治
の
思
想
へ
の
新
た
な
視
座
を
提
示
す
る
。
四
八

O
O
円

⑧)ミ初防書房副主誤認市鰐FdZれ価格税別

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
制
度
主
義
経
済
学

田
島
慶
吾
箸
ス
ミ
ス
の
方
法
論
、
ス
ミ
ス
経
済
学
の
制
度
論
的
把
握
、
道
徳

感
情
の
腐
敗
の
3

点
を
主
題
と
し
て
詳
細
な
論
一
証
を
行
い
、
ス
ミ
ス
道
徳
哲
学

H

政
治
経
済
学
の
現
代
的
意
義
を
丹
念
に
検
証
す
る
。
五
六

O
O
円

ユ
グ
ノ
!
の
経
済
史
的
研
究

金
哲
雄
著
ユ
グ
ノ

l

の
経
済
史
的
意
義
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
彼
ら
が

フ
ラ
ン
ス
の
資
本
主
義
発
展
に
果
た
し
た
役
割
を
正
し
く
評
価
し
、
西
欧
の
資

本
主
義
の
生
成
と
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
を
検
証
す
る
。
四
五
O
O
円

欄
①
白
山
〆
主
義
論
ホ
リ
リ
…
ー
ソ
一

J
J
j

一
蝋
ッ
ト
、
肝
し
お
れ
ズ
ら
、
品
想
詳
か
』

一
不
平
等
、
貧
困
と
歴
史

J
-
G

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
著
安
場
保
育
/
水

原
正
亨
訳
工
業
化
は
不
手
等
を
作
り
、
貧
困
を

増
大
さ
せ
る
か
。
英
米
を
中
心
に
不
平
等
と
貧
困

の
歴
史
を
解
明
し
た
初
の
概
説
書
。
ニ
六
O
O
円

J
・
S
・
ミ
ル
/
山
下
重
一
訳
註
1

ト
|
菊
判
・
四
六
四
頁
・
む
四O
O
円

評
詮
ミ
ル
自
伝
間

ミ
ル
の
時
代
、
生
涯
、
著
述
な
ど
『
自
伝
』
の
理
解
に
必
要
な
評
註
を
付
し
た
決
定
版
庁
税

h

R
・
ア
シ
ュ
ト
ン
/
的
場
昭
弘
監
訳
|
|
|
菊
判
・
四
四
O
頁
・
八O
O
O
円
ね
山

ロ
ン
ド
ン
の
ド
イ
ツ
人
w
M位
鮪
務
唱
に
お
け
る
忠

マ
ル
ク
ス
ほ
か
ド
イ
ツ
人
亡
命
者
は
何
故
英
国
を
選
び
、
何
を
期
待
し
何
を
見
つ
け
た
か
。
‘
，

m

松
田
博
善
l
i
1
A
5
判
・
一
一
一
一
O
頁
・
四
二O
O
円

d

グ
ラ
ム
シ
研
究
の
新
展
開l
w鉱
山
妙
に
的

『
ノ
ト
・
校
訂
版
』
を
も
と
に
ご
れ
ま
で
の
限
界
と
不
適
切
を
刷
新
し
た
諸
論
考
。
∞

高
橋
洋
児
著
|
|
|
A
5
判
・
二
七
O
頁
・
三0
0
0
円
切

現
代
社
会
論
の
基
本
視
座
|
続
開
ヲ
ィ
ムO
M

ー
初
期
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
概
念
、
疎
外
論
的
思
考
法
の
展
開
諸
相
を
追
跡
・
点
検
す
る
そ
邸

村
上
俊
介
着
|
|
|
菊
判
・
三
四O
頁
・
三
四
O
O
円
引
明

市
民
社
会
と
協
会
運
動
|
器
取
ぶ
畑
彩
訓
九
年
詑

市
民
社
会
の
歴
史
展
開
を
ド
イ
ツ
の
士
肩
革
命
を
担
っ
た
協
会
組
織
の
中
に
み
る
。
一
冴
A

i
;
 

稲
村
煎
著
|
|
|
A
5
判
・
三
一
一O頁
・
五
六
O
O
円
託
均

『
国
富
論
』
体
系
再
孝
章
社
会
の
政
治
経
清
学
体
系
行

ペ
テ
イ
経
済
学
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
『
国
富
論
』
全
五
編
の
再
解
釈
、
再
評
価
の
試
み
封
印

《
鰻
書
ア
レ
テ
イ
ア
》
創
刊
/
仲
正
昌
樹
編
|
|
A
5
変
型
・
二
言
。
円
東
山

脱
構
築
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
叢
書
ア
レ
テ
イ
ア

1
m

叩

我
々
の
地
平
を
梅
築
し
て
い
る
法H
正
義
の
脱
情
築
を
通
し
て
倫
理
的
理
想
を
模
索
4
m

ド
ウ
ル
シ
ラ
・
コ
1
ネ
ル
着
/
伸
正
昌
樹
監
訳
|
|
|
菊
判
・
四
六
四
頁
・
四
六

O
O
円
川
正

脱
構
築
と
法|
|
l

適
応
の
彼
方
へ

f
p

二
項
対
立
梅
造
の
彼
方
に
あ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
新
『
倫
理
的
理
想
」
を
呈
示
。
三
克

5

き

Z

配
/
霊
思
監
保
|
|
霊
-
一
一
酉

O
頁
・
一
一
一
一
一

O
O

円
劃

正
義
の
根
源
;

「
人
格
」
論
の
根
源
に
ま
で
遡
り
ポ
ス
ト
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
『
正
義
」
論
へ
の
道
を
切
り
開
く

o
b
p

伸
正
昌
樹
箸
1
1
1
A
5
変
型
・
二
六
O
頁
・
=
六
O
O
円

M
M

法
の
共
同
体
ー
キ
ス
ト
キ
ン
主
義
的
『
畠
」
喜

5
.

切

ア
ー
レ
ン
ト
、
リ
オ
タ
ル
ら
の
『
判
断
力
批
判
』
読
解
か
ら
『
自
由
」
の
可
能
性
を
探
求
c
p
h
川

伸
正
昌
樹
蕃
|
|
|
A
5
変
型
・
二
六O
頁
・
二
六O
O
円
ロ
ソ

〈
法
〉
と
〈
法
外
な
も
の
v
!
野
初
旬
十
行
読
ん
仰
刷
会
へ
御

近
代
の
法
・
政
治
思
想
の
再
検
証
。
付
が
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
正
義
か
グ
;



ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
著

新
世
代
は

一
一
線
各
画
す

コ
ソ
ポ
・
-
東
テ
イ
モ
l

ル
・
酉
欧
的
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

N
A
T
O

に
よ
る
ユ
1

ゴ
宿
直
輝
で
掲
げ
ら
れ
た
「
人
道
的
武
力
介
入
」
と

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
プ
ッ
シ
ュ
政
権
の
も
と
で
「
テ
ロ
と
の
戦
争
」

と
名
を
変
え
、
ア
フ
ガ
ン
、
イ
ラ
ク
、
そ
し
て
世
界
を
席
巻
す
る
に
至
っ

た
。
著
者
は
そ
の
歴
申
街
起
点
を
た
ど
り
、
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の

欺
磁
性
重
口
発
す
る
。
日
本
語
版
序
文
と
し
て
コ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ロ
リ

ス
ト
と
は
穫
の
と
と
か
」
か
荷
す
。

と
ぶ
し
フ
ォ
ー
ラ
ム7

角
田
史
幸
・
田
中
人
叡
二
八O
O
円

。
既
刊

ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

l
1

マ
ル
ク
ス
主
儀
か
ら
の
批
判

ポ
ス
ト
モ
ダ
ヱ
テ
ィ
の
霊

P

・
ア
ン
ゴ
川

ω縫

ソ
l

ホ
ー
の
マ
ル
ク
ス
ハ
ワ

I
F
ジ
ン
著

l
l
E

マ
ル
ク
ス
の
現
代
ア
メ
リ
カ
批
園
町
一
丸

C
C
円

幻
世
紀
の
〈
い
ま
・
と
と
〉

梅
本
克
己
の
生
涯
と
思
想
的
遺
産

A
・
カ
リ
ニ
コ
ス
著

四
五
O
O
円

い
い
だ
も
b
著

梅
本
克
己
を
由ι
ψと
し
て
、
和
辻
哲
郎
、
田
辺
再
三
木
清
、
戸
坂
濁
、

悌
明
秀
、
飯
山
信
一
、
幸
弘
蔵
、
宮
寛
一
ら
が
織
り
な
す
司
事
」

思
想
史
の
〈
主
号
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ1
0

二
八
O
O
円
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フ
ラ
ン
ス
革
命
と
公
共
性

革
命
を
規
定
し
た
公
共
性
の
諸
相
を
分
析
、
自
由
を
め
ぐ
る
公
共
圏
創
出

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
た
公
共
性
論
の
画
期
的
成
果
。

5
0
0
0

円

安
藤
隆
穂
編

ル
ソ
i

の
啓
蒙
哲
学
川
合
清
隆
著

自
然
・
社
会
・
神
人
間
の
内
的
自
然
(
本
性
)
と
外
的
自
然
世
界
に
つ

い
て
の
思
考
を
軸
に
、
全
体
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
。

5
8
0
0

円

日
也
島
区
、
ノ
A杏
凶
P
3
-

ア
l

サ
l

・

0

・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
著

録
健
4
a
u

臨
刷
.
u
d
y

鈴
木
信
雄
他
訳

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
彩
る
思
想
群
の
壮
大
な
転
換
を
捉
え
た
、
最
も
明
断
な
西

洋
思
想
史
の
古
典
。
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
思
想
史
の
到
達
点
。

4
8
0
0

円

自
由
と
秩
序
の
経
済
思
想
史

ど
の
よ
う
な
社
会
秩
序
が
よ
り
よ
い
自
由
を
実
現
し
う
る
の
か
。
経
済
学

の
多
層
的
な
理
解
を
め
ざ
し
た
最
良
の
テ
キ
ス
ト
。

2
8
0
0

円

高

哲
男
編

ア
メ
リ
カ
の
経
済
思
想

建
国
期
か
ら
現
代
ま
で
現
代
世
界
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
、
え
る
ア
メ
リ

カ
経
済
学
の
源
流
と
、
そ
の
多
様
な
展
開
を
描
く
通
史
。
3
5
0
0

円

問
中
敏
弘
著

記
念
碑
の
語
る
ア
メ
リ
カ
ヶ
ネ
ス
詐

.
K鈷

暴
力
と
追
悼
の
風
景
暴
力
と
悲
劇
は
い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
の
景
観
に

刻
み
込
ま
れ
、
社
会
の
記
憶
を
創
り
上
げ
て
き
た
の
か
。

4
8
0
0

円

財
政
H

軍
事
国
家
の
衝
撃
ジ
ョ
ン
た
配
話

戦
争
・
カ
ネ
・
イ
ギ
リ
ス
国
家
-
Z
守
二
包
強
力
な
戦
争
遂
行
国
家
は

い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
待
望
の
邦
訳

!
4
8
0
0

円

名古屋大学出版会 I 

社
会
史
研
究
の
金
字
塔
、
待
望
の
日
本
語
訳
刊
行
!

イ
ン
タ
ラ
ン
ド

労
働
者
階
級
の
形
成

E

・

p

・
卜
ム
ス
ン
市
橋
秀
夫
/
芳
賀
健
一
眼

産
業
革
命
期
と
い
う
近
代
資
本
主
義
の
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
の

確
立
過
程
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
民
衆
は
労
働
者
と
し
て
の
階
級
意

識
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い
っ
た
の

か
。
民
衆
の
抵
抗
的
政
治
運
動
の
歴
史
日
下
か
ら
の
歴
史
を
多
面

的
に
分
析
し
た
記
念
碑
的
社
会
史
研
究
。
2
0
0
0
0

円
+
税

一
九
星0
年
代
の
宮
署
/
北
国
安

メ
デ
ィ
ア
と
身
体
野
上
一
冗
/
禁
日
付

転
換
期
の
時
代
の
言
説
空
聞
を
、
メ
デ
ィ
ア
と
身
体
の
重
層
的
な

か
か
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
き
、
社
会
の
深
層
意
識
の
変

容
を
歴
史
的
・
立
体
的
に
解
説
す
る
。

1
6
0
0

円
+
税

映
画
の
政
治
学

長
谷
正
人
/
中
村
秀
之
/
斉
旗
綾
子
/
北
小
路
隆
志
ほ
か

い
ま
の
映
画
言
説
の
政
治
的
空
虚
さ
に
対
抗
し
て
、
映
画
は
社
会

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
立
場
か

ら
発
す
る
硬
派
で
挑
戦
的
な
論
集
。

1
6
0
0

円
+
税

生
理
体
鴫
の
踊
生
社

田
口
亙
紗
敗
戦
後
、
世
界
で
は
じ
め
て
制
度
化
さ
れ
た
生
理
休

E
、

限
の
成
立
過
程
か
ら
、
身
体
の
医
療
化
と
そ
れ
に
抗
す
る
自
己
拡
昆3

張
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
解
明
す
る
。

1
8
0
0

円
+
税
三
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畑町山 | 知の地平 一大学におけるマJげリテラシーと応用倫理一

体・と..
..~・...・"

;..，;"・~"~ ..: 

栗原陸著 A5判 332頁目∞円
多様化し、同時に高度に専門分化した大学にあって、今ほど自然科学系と
人文科学系を通底する共通の知のリテラシーが必要とされる時はない。本
書は、 『情報倫理j や『メディア・リテラシーj 、 「コミュニケーションの
作法J から『生物のストラテジーJ 、そして「景観工学のコスモロ V-J
まで、さらには「モノっくりの倫理I や「生命倫理J をも含めて、 「倫理J
の側面を際立たせながら、大学で学ぶ上での必須の文法を分かりやすく、
領域融合的に明らかにする先駆的な試みである。

体験と認識ーヴィルヘルム・ヴン卜自伝一
川村宣元、石田幸平訳 A5判 426頁 2ω0円

実験心理学の創始者、碩学ヴントの自伝。待望の邦訳なる。自らの体験
に照らしながら、 19世紀後半から20世紀はじめのドイツにおける社会・
文化・政治の動向を丹念に追い、学聞の意義を問いかける。社会文化
史としても貴重な証言に溢れ、心理学のみならず哲学や倫理学、さら
には自然科学の研究者にも新たな示唆を与えてくれるであろう。

会図書目録・会報箆『宙(おおぞら) J 無料送呈
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-
好
評
既
刊
書

〈世界システム〉概念により社会科学の全領
野を包含する|・ウォーラーステイン。二十
世紀半ば以降、崩壊過程に突入した「近代世

界システム』の次には、いかなる時代が訪れ
るのか。十九世紀以来の学問の分裂状況を根
底から批判し、新たな総合的「知』の樹立を
ウォーラーステインは訴える。

二
二
四
貰

ニ
O
O
O
円

世
界
シ
ス
テ
ム
諭
の
提
唱
者
ウ
ォ
l

ラ
l

ス
テ
イ
ン
が
、
ポ
ス
ト
・
タ
リ
パ
ン
政
権
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
ラ
ク
戦
争
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
等
、
世
界
の
『
現
在
』
を
長
期
的
視
点
か
ら
読
み
解
く
見
取
り
図
を

提
示
。
そ
の
歴
史
的
意
味
を
鮮
や
か
に
分
析
す
る
、
新
シ
リ
ー
ズ
第
一
弾
!

時
代
の
転
樫
鳥
に
立
つ

天
O
O
円

山富-II-Ia・

世ER3

を T
読ぞ
み之
解霊
く 3

A
5

判

新
し
い
学

[
二
十
一
世
紀
の
脱
北
去
亙
窓
ず
}

転
移
す
る
時
代

宿
界
シ
ス
テ
ム
の
軌
道
巴S
a
N
C
S】

ユ
ー
ト
ピ
ス
テ
イ
タ
ス

【
」
4

十
一
世
紀
の
歴
史
的
選
択
]
松
岡
利
道
訳

ア
フ
タ
ー
・
リ
ベ
ラ
吹
ス
ム

竃
岱
貰
シ
ス
テ
ム
室
長
￡
T
Z
干
の
整
担
松
岡
利
道
訳
四
八

O
O
円

ポ
ス
ト
・
ア
メ
リ
カ

置
界
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
量T
通
政
童
丸
山
勝
訳
三
七

O
O
円

脱
北
芸
科
学
一4
2

ム
の
壁

本
多
健
吉
・
高
橋
章
監
訳

山
下
範
久
訳

四
八
O
O
円

丸
山
勝
訳

四
八
O
O
円

一
八
O
O
円

五
七
O
O
円



ト藤原誠 JIL:!日111f71I
ブ
ロ
l

デ
ル
伝

p

・
デ
ッ
ク
ス
/
浜
名
優
美
訳

ヨー口ツパ、アジア、アフリ力を包括する文明
の総体としての「地中海世界」を、自然環境社
会現象・変転きわまりない政治という三層を
複合させ、微視的かつ巨視的に描ききった 20
世紀歴史学の金字塔『地中海』を著した「ア
ナール派』の総帥。国民国家概念にとらわれる
一国史的発想と西洋中心史観をのりこえ、人文
社会科学を総合する研究者集団の{帝国}を築き
あげた、不世出の巨人。
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『第三惑星 家族構造とイデオロギー・システ
ムJ (1983) で、全く新しい『人類学的手法」によ
る成果を呈示したトッド。その後『新ヨーロッ
パ大全J (1990，邦訳 2分冊)でその手法をさら
に精鰍化し、続く『移民の運命J (1 994) では先
進諸国における移民問題を分析。『経済幻想』

(1 998) ではグローパル・スタンダ ド lこ詰抗
しうる国民国家のありかたを提唱し、昨年、
『帝国以後』を緊急出版した。
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