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アジアの社会主義者たち

警察炉二譲萎雲量言

荒川幾男/古田 光/丸山 昇

馬場修一/山之内靖/後藤延子

城塚登

〔報告〕

〔コメ γ ト〕

〔司会〕

域
塚
そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ヅ
ア
の
社
会
主
義
者
た
ち
」

を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ジ
γ

ポ
ジ
ウ
ム
を
組
ん
だ
理
由

に
つ
い
て
、
一
言
司
会
と
し
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
承
知
の

よ
う
に
、
現
在
、
社
会
主
義
思
想
は
世
界
的
に
分
極
化
、
多
元
化
し
て
き

で
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
特
有
の
歴
史
的
条
件
、
社
会
的
条

件
の
中
で
社
会
主
義
思
想
が
受
け
と
め
ら
れ
、
又
展
開
し
つ
つ
あ
る
の
だ

と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
分
極
化
、
多
元
化
し

て
い
く
過
程
で
、
社
会
主
義
と
は
何
か
と
い
う
根
本
問
題
が
提
起
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
社

会
主
義
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
根
本
問
題
に

触
れ
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
歴
史
的
社
会
的
条
件

の
中
で
、
こ
の
社
会
主
義
思
想
が
一
体
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
き
た

の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
学
説
史
的

ア
プ
ロ
ー
チ
と
社
会
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
う
違
う
か
と
い
っ
た
問

題
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
考
え
で
は
、

社
会
思
想
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
は
、
一
つ
の
思
想
形
態
を
取
扱
う

さ
い
に
、
特
定
の
社
会
的
、
歴
史
的
条
件
、
つ
ま
り
政
治
の
あ
り
方
、
経

済
の
あ
り
方
、
更
に
文
化
一
般
の
あ
り
方
と
い
っ
た
も
の
の
中
で
、
そ
の

中
に
生
き
て
い
る
人
聞
が
生
み
出
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
思
畑
山
を
と
ら

え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
同
時
に
又
、
そ
の
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
た
社
会
思
想
が
、
異
な
る
歴
史
的
社
会
的
条
件
の
中
で
生
き
て

い
る
他
の
国
の
社
会
主
義
者
た
ち
に
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
た
か
を
解
明
す

る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
社
会
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
社
会
思
想
を
巨
視
的
に
客
観
的
な
社
会



的
歴
史
的
条
件
と
の
連
関
だ
け
で
論
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
同
時
に
そ
の

中
に
生
き
て
い
る
人
間
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
る
。
特
定
の
個
人
の
生

活
と
思
想
に
照
明
を
あ
て
れ
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
そ
の
国
の
、
あ
る
い
は

そ
の
社
会
の
伝
統
的
な
人
間
の
生
き
方
、
つ
ま
り
エ
ー
ト
ス
と
い
う
問
題

と
も
か
ら
ん
で
く
る
し
、
更
に
そ
の
国
に
特
有
の
政
治
的
・
経
済
的
・
文

化
的
諸
条
件
が
生
ま
生
ま
し
く
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

言
っ
て
み
れ
ば
主
体
的
条
件
と
客
観
的
条
件
が
緊
密
に
か
ら
ん
で
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
今
日
は
、
中
国
で
は
魯
迅
、

日
本
で
は
北
一
輝
と
河
上
践
と
い
う
人
た
ち
が
社
会
主
義
思
想
と
接
触
し

て
、
そ
れ
と
ど
う
対
決
し
、
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
た
か
と
い
う
問
題
を

中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
報
告
者
は
、
東
京
経
済
大
学
の
荒
川
幾
男
さ
ん
、
横
浜
国
立
大

学
の
古
田
光
さ
ん
、
東
京
大
学
の
丸
山
昇
さ
ん
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
最
初

に
荒
川
幾
男
さ
ん
に
「
一
九
O
O
年
か
ら
一
九
一
0
年
代
の
社
会
主
義
思

想
に
お
け
る
日
本
、
西
洋
、
ア
ジ
ア
|
|
北
一
輝
の
場
合
を
中
心
に
」
の

報
告
を
お
願
い
し
ま
す
。
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私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
思
想
を
北
一
輝
を
中

心
に
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
私
は

よ
く
勉
強
し
て
い
な
い
の
で
、
報
告
は
多
少
片
寄
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と

を
予
じ
め
お
許
し
願
い
た
い
と
思
う
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
の
問

題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
後
進
国
と
い
う
問
題
を
ぬ
き
に
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本
の
明
治
以
降
の
百
年
も
言
う
ま
で
も
な
く
後

進
国
が
先
進
国
を
追
尾
す
る
努
力
を
否
応
な
く
運
命
づ
け
ら
れ
た
百
年
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
又
明
治
以
降
百
年
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
百
年
と

考
え
合
せ
て
み
る
と
、
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
以
降
、
つ
ま
り
一
八
七

O
年
前
後
以
降
の
百
年
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
大
き
な
変
化
の
あ

っ
た
時
期
で
あ
り
、
一
九
世
紀
が
二O
世
紀
へ
と
転
換
す
る
変
革
の
時
別

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ヨ
l

ロ

γ

パ
百
年
と
日
本
の
明
治
百

年
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
重
な
り
照
応
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
百
年
の
中
で
の
日
本
の
社
会
主
義
を
考
え
る
場
合

に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
の
変
動
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
主
設
と

当
然
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
中
国

の
場
合
を
考
え
て
見
て
も
、
こ
の
時
期
は
、
清
朝
末
の
い
わ
ゆ
る
洋
務
運

動
か
ら
変
法
運
動
へ
、
そ
し
て
辛
亥
革
命
脅
経
て
、
始
め
て
近
代
的
な
国
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民
国
家
の
形
成
を
め
ざ
す
努
力
が
始
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
中
国
も
ま

た
、
日
本
と
同
じ
く
近
代
化
そ
し
て
後
進
国
の
先
進
国
追
尾
と
い
う
課
題

を
負
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
っ
か
え
な
い
。
従
っ
て
、
我

我
が
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
変
動
の
百
年
と
重
な
り
な
が
ら
後
進
ア
ジ
ア
が
受
け
取
っ

た
、
先
進
国
追
尾
の
課
題
と
結
び
合
っ
た
社
会
主
義
だ
と
考
え
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
北
一
陣
そ
の
人
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
祭
を
行

な
う
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
北
一
輝
の
場
合
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
取

り
な
が
ら
、
こ
の
視
点
か
ら
お
お
よ
そ
の
問
題
点
と
思
わ
れ
る
所
を
述
べ

て
議
論
の
一
つ
の
素
材
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。

さ
て
、
我
々
は
何
か
既
成
の
社
会
主
義
の
定
義
を
尺
度
と
し
な
が
ら
、

明
治
三
0
年
代
つ
ま
り
、
一
九
O
O
年
か
ら
一
九
一
O
年
前
後
に
至
る
時

期
の
日
本
の
社
会
主
義
を
、
こ
こ
が
足
り
な
い
、
こ
こ
が
間
違
っ
て
い
る

と
い
う
よ
う
に
評
価
す
る
方
法
は
で
き
る
だ
け
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
時
期
の
日
本
が
置
か
れ
て
い
た
諸
情
況
の
中
で
、
北
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
社
会
主
義
的
な
思
想
が
持
っ
て
い
た
意
味
合
い
を
考
え
る

こ
と
に
し
た
い
。
こ
う
し
た
社
会
思
想
史
的
な
観
察
を
行
な
う
に
つ
い
て

は
、
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
観
点
か
ら
見
て
い
く
の
が
適
当
と
思
わ
れ

る
。そ

の
一
つ
は
、
思
想
史
地
理
と
で
も
言
う
べ
き
観
点
で
、
こ
れ
は
そ
の

国
の
置
か
れ
た
地
理
的
な
布
置
か
ら
く
る
思
想
状
況
の
問
題
を
考
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
知
識
社
会
学
的
と
で
も
言
う
べ
き
観

点
で
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
あ
る
思
想
の
社
会
的
な
役
割
に
つ
い
て
類
型

論
的
に
と
ら
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
O
年
か
ら
四
O
年

代
の
時
期
の
北
一
輝
の
場
合
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
考
え
て

み
る
場
合
に
、
日
本
の
息
怨
史
地
理
的
な
布
置
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が

ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
の
中
国
に
お
い
て
も
洋
務
運
動

が
起
り
、
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
取
り
入
れ
て
近
代
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
イ
ン
パ
F

ト
を
受
け
な
が
ら
、
日
本
も
そ
の
な
か
で
開
国
の
努
力

を
行
な
い
、
そ
れ
が
明
治
維
新
と
な
っ
た
と
言
う
状
況
を
念
頭
に
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
朝
鮮
も
同
様
で
あ
っ
て
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
や
は

り
近
代
化
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
保
守
的
な
勢
力
と
洋
務
派
の
争
い

が
あ
っ
た
。
日
本
は
近
代
化
を
始
め
る
過
程
に
お
い
て
、
ま
ず
中
国
に
対

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
既
に
知
り
な
が

ら
、
様
A

な
近
代
化
の
努
力
を
始
め
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
中

国
を
超
え
て
近
代
化
が
成
功
す
る
よ
う
な
展
開
を
辿
り
、
そ
の
後
の
段
階

に
な
る
と
日
本
の
明
治
維
新
が
中
国
の
近
代
化
、
改
革
の
一
つ
の
モ
デ
ル

と
考
え
ら
れ
る
ま
で
に
な
る
。
そ
し
て
、
御
承
知
の
よ
う
に
一
九
一
一
年

の
宰
亥
革
命
が
日
本
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
人
々
の
参
加
を
含
み
な
が
ら
行

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
辛
亥
革
命
に
参
加
し
た
人
々
の
中
に
我

我
は
北
一
輝
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
北
一
輝
は
他
の
大
陸
浪

人
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
は
い
さ
さ
か
飽
き
を
異
に
し
た
参
加
の
仕
方
を
し

て
い
る
。
大
陸
浪
人
に
は
、
御
存
知
の
よ
う
に
自
由
民
権
運
動
の
な
か
か

ら
出
て
、
そ
の
後
の
国
議
論
の
展
開
か
ら
超
国
家
主
裁
へ
と
つ
な
が
っ
た

玄
洋
社
と
、
そ
の
発
展
と
言
う
べ
き
黒
竜
会
の
系
統
の
人
々
が
あ
り
、
北

一
輝
も
ま
た
こ
の
黒
竜
会
か
ら
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ

ら
浪
人
た
ち
に
対
し
て
批
判
的
な
目
を
持
っ
て
後
に
辛
亥
革
命
に
つ
い
て

の
報
告
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
、
北
一
輝
は
こ
の
辛
亥
革
命
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に
参
加
し
た
の
か
、
又
、
辛
亥
革
命
そ
の
も
の
は
か
れ
に
と
っ
て
何
で
あ

っ
た
の
か
は
、
そ
れ
と
し
て
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
所
で
あ
ろ
う
が
、
彼

自
身
が
な
ぜ
辛
亥
革
命
に
参
加
し
た
の
か
に
つ
い
て
直
接
的
に
説
明
し
う

る
資
料
を
差
し
当
た
り
我
々
は
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
支
那
革
命

外
史
』
が
示
す
辛
亥
革
命
に
関
す
る
観
察
の
背
後
に
は
、
明
ら
か
に
彼
の

一
番
最
初
の
し
か
も
も
っ
と
も
衝
撃
的
な
著
作
で
あ
っ
た
『
国
体
論
及
び

純
正
社
会
主
義
』
で
彼
が
展
開
し
た
社
会
主
義
思
想
が
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
北
一
輝
が
辛
亥
革
命
に
参
加
し
よ
う
と
い
う
気

持
を
動
か
し
、
又
、
実
際
そ
れ
に
向
っ
て
飛
び
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
要
因
、
動
機
を
想
像
で
き
る
が
、
少
く
と
も
自
分
の
考
え
を

そ
こ
に
笑
現
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持
が
動
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

し
て
も
許
さ
れ
よ
う
。
こ
の
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』
で
彼
が
純

正
社
会
主
義
と
い
う
場
合
の
社
会
主
義
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
著
作
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い

る
問
題
に
立
ち
入
っ
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
我
々
は
日
本

の
当
時
の
情
況
と
の
関
連
を
知
識
社
会
学
的
観
点
か
ら
と
ら
え
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
著
作
の
前
書
き
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
論
難
す

る
相
手
と
し
て
「
学
者
階
級
」
を
あ
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
金

井
延
で
あ
り
田
島
錦
治
で
あ
り
、
あ
る
い
は
又
穂
積
八
束
、
井
上
哲
次
郎
、

美
濃
部
達
吉
等
々
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
多
く
は
帝
国
大
学
に
議
席
を
持

っ
て
い
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
「
代
表
的
学
者
」
で
あ
り
、
北
一
輝
は
か
れ
ら

に
焔
烈
な
論
難
の
矢
を
放
と
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
蓄
の
中
味

は
い
ろ
い
ろ
な
方
々
が
既
に
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
極
め
て
興
味
深
い

内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
彼
が
特
に
こ
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の
時
点
で
「
学
者
階
級
」
を
論
難
し
て
、
そ
の
「
学
者
階
級
」
に
お
の
れ

を
対
立
さ
せ
る
努
力
を
払
っ
た
理
由
を
我
々
は
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
大
学
の
教
授
た
ち
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
明
治

国
家
を
い
か
に
し
て
絞
拠
づ
け
る
か
と
い
う
憲
法
論
、
国
家
論
を
め
ぐ
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
場
合
に
も
っ
と

も
大
き
な
力
が
あ
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
国
家
学
な
い
し
国
法
学
か
ら
の
彬

響
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
っ
か
え
な
い
と
思
う
。
当
時
の
ド
イ
ツ
の
国
法

学
の
見
解
は
、
広
く
当
時
の
ド
イ
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
も
の
の
考

え
方
と
共
通
す
る
基
本
的
な
枠
組
み
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に

特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
思
う
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
知
識
階
層
が
特
別
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
社
会
的

地
位
を
占
め
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
を

F

・
リ
ン
ジ
十
l

に
し
た
が
っ

て
簡
単
に
定
義
し
て
み
る
と
、
世
襲
の
特
権
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
又
蓄

積
し
た
富
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
も
つ
ば
ら
高
等
教
育
、
つ
ま
り
は
大
学

に
学
ん
で
然
る
べ
き
国
家
試
験
を
パ
九
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
資
質
に

よ
っ
て
社
会
の
特
権
的
な
地
位
に
参
入
し
た
人
達
と
い
う
ふ
う
に
い
え
る
。

身
に
つ
け
た
知
識
と
教
養
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
身
階
層
の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず
、
高
い
地
位
に
つ
き
え
た
人
々
で
あ
る
。
こ
の
人
々
は
、
一
九
世

紀
を
通
じ
て
一
つ
の
独
立
し
た
社
会
階
層
を
な
す
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
特
に
官
僚
制
度
を
通
じ
て
こ
う
し
た
社
会
的
特
権
に
参
入
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
皇
帝
と
国
民
の
聞
に
立
っ
て
、

皇
帝
に
対
し
て
は
立
憲
法
治
主
義
へ
の
手
段
に
よ
っ
て
皇
帝
の
浴
意
を
抑

え
、
主
権
を
皇
帝
が
私
有
す
る
形
の
専
制
君
主
制
を
抑
制
し
、
他
方
で
旧

貴
族
層
、
あ
る
い
は
、
新
し
く
起
っ
て
き
た
プ
ル
ジ
昌
ワ
層
に
対
し
て
は
、
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皇
帝
の
権
威
を
背
景
に
法
律
を
造
り
、
解
釈
し
、
運
用
す
る
自
ら
の
力
に

よ
っ
て
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
自
ら
を
社
会
的
統
治
層
と
し
て
確
立
し
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た

ド
イ
ツ
の
知
識
人
庖
の
特
別
な
役
割
は
後
進
国
に
お
け
る
土
地
貴
族
の
没

落
と
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l

の
未
熱
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
均
衡
の

時
期
の
閑
支
配
的
で
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
九
世
紀
の
七

0
年

代
以
降
に
な
る
と
、
一
つ
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ

γ

ト
と
な
り
そ
れ
と

同
時
に
又
こ
の
時
期
の
急
迷
な
産
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
脅

や
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
れ
ら
は
国
家
の
主
権
を
白
田
一
桁
個
人
に
属

す
る
の
で
も
な
く
、
又
人
民
に
属
す
る
の
で
も
な
く
、
国
民
精
神
あ
る
い

は
文
化
と
い
う
言
葉
で
呼
び
う
る
よ
う
な
価
値
と
し
て
の
国
家
に
帰
属
さ

せ
、
こ
れ
へ
の
忠
誠
を
通
じ
て
国
家
を
運
営
す
る
責
任
と
能
力
を
負
う
も

の
と
し
て
自
ら
を
位
償
づ
け
た
。

明
治
の
帝
国
大
学
の
教
授
途
も
又
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
様

様
に
明
治
憲
法
を
理
論
的
に
裳
づ
け
る
潜
法
論
を
展
開
し
た
。
そ
の
場
合

に
一
方
で
秘
積
八
束
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
国
法
学
か
ら
は
伝

統
的
な
天
皇
の
位
置
を
弁
証
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
万
世
一
系
で
あ
る
天

皇
の
神
聖
不
可
侵
性
を
特
に
強
制
す
る
立
場
と
、
ド
イ
ツ
国
法
学
に
比
較

的
忠
実
に
天
皇
を
国
家
の
機
関
と
し
て
考
え
る
美
濃
部
達
吉
の
立
場
が
出

て
く
る
。
北
一
間
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
そ
の
中
で
美
濃
部
の
立
場
に
立

つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
国
体
と
政
体
を
分
け
て
、
国
家
の
基

礎
づ
け
を
独
特
な
形
で
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
御
承
知
の
よ

う
に
国
家
と
い
う
も
の
を
文
化
的
、
人
格
的
な
実
在
物
と
と
ら
え
、
い
わ

ゆ
る
専
制
君
主
制
、
立
窓
君
主
制
そ
し
て
民
主
共
和
制
は
ド
イ
ツ
国
法
学

流
の
文
化
と
し
て
の
国
家
の
持
つ
統
治
権
の
現
わ
れ
て
く
る
形
態
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
よ
う
に
区
別
す
る
も
の
で
、
国
家
を
天
皇
に
も
属
さ
ず
国
民

に
も
属
さ
ず
、
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
か
ら
独
立
し
た
特

別
な
存
在
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
家
が
容
易
に
精
神
の
冊
目
白
て
あ
る
い
は
文
化

問
己
g

円
と
い
う
言
葉
に
結
び
つ
い
た
よ
う
に
、
日
本
精
神
と
い
う
よ
う

な
国
民
の
一
人
一
人
が
奉
仕
す
べ
き
価
値
に
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
と
い

う
理
論
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
の
社
会
主
義
の
場
合
は
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
国
家
、
彼
の
言
築
で
言
う
な
ら
ば
公
民
国
家
が
、
真
に

実
現
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
全
体
の
利
益
に
個
々
人
は
奉
仕
し
、
そ
し
て

奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
人
の
自
立
を
失
う
も
の
で
な
い
よ
う
な
形

で
全
体
に
奉
仕
す
る
の
が
、
社
会
倫
理
と
な
り
う
る
よ
う
な
理
想
郷
と
し

て
社
会
主
義
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
社
会
主
義
の
想
念

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体

に
お
い
て
も
大
き
な
力
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
社
会
主
義
に
触
発
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
づ
く
社

会
民
主
党
が
非
常
に
大
き
な
カ
を
持
ち
始
め
て
い
た
し
、
世
紀
が
転
換
す

る
頃
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
は
社
会
主
義
の
メ
ッ
カ
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
を
十
分
に
取
り
入
れ
る
位
置
に
い
た
。
し
か
し
、

彼
の
社
会
主
義
は
ま
ず
何
よ
り
も
基
本
的
に
は
自
由
民
権
的
な
フ
ラ
γ
ス

革
命
と
貧
民
と
の
二
つ
の
基
本
的
な
想
念
の
上
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
自
由
、
北
流
に
い
え
ば
「
個
人
が
奴
裁
か
ら
脱

し
て
自
由
な
人
聞
に
な
る
」
と
い
う
怨
念
の
上
に
立
っ
て
そ
れ
が
そ
の
後
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の
発
展
の
中
で
経
済
貴
族
を
生
む
こ
と
に
な
っ
て
か
え
っ
て
貧
乏
人
が
再

び
そ
の
奴
隷
に
な
っ
た
現
状
に
対
し
て
、
国
家
の
本
当
の
意
味
を
確
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
経
済
貴
族
の
支
配
を
排
し
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
彼

が
想
定
し
た
よ
う
な
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
の
社
会
主

義
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
所
で
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
社

会
主
義
国
家
観
と
、
彼
が
論
難
し
よ
う
と
し
て
い
る
帝
国
大
学
の
教
授
達

の
考
え
方
に
は
、
い
ず
れ
も
や
は
り
先
程
述
べ
た
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
知
識

人
統
治
階
層
が
そ
の
特
別
な
社
会
的
特
権
を
弁
証
し
よ
う
と
し
て
用
い
た

論
理
と
同
様
の
論
理
が
移
入
さ
れ
て
い
る
の
を
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
北
一
輝
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
帝
国
大
学
の

「
学
者
階
級
」
を
激
し
く
論
難
し
た
か
を
、
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彼
が
著
作
の
中
で
論
難
し
て
い
る
主
な
対
象
の
一
つ
に
は
当
時
の

金
井
延
や
田
島
錦
治
ら
が
輸
入
し
た
、
ド
イ
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
流
的

な
考
え
方
で
あ
る
講
壇
社
会
主
義
に
対
す
る
攻
駿
が
あ
る
。
講
壇
社
会
主

義
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
皇
惰
と
国
民
の
聞
に
立
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
知
的

能
力
を
持
っ
た
階
級
で
あ
る
知
識
人
統
治
層
が
、
一
つ
の
倫
理
的
目
的
、

つ
ま
り
文
化
的
国
家
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
労
働
者
の
保
訟
を
含
め
て
社

会
生
活
の
安
定
を
計
る
と
い
う
発
惣
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
御
承

知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
北
一
輝
は
激
し
く
か
み
つ
い
て
い

る
。
こ
の
か
み
つ
い
て
い
る
理
由
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
決
し
て
そ
れ

と
別
の
理
論
枠
組
、
発
想
構
造
で
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
社
会

主
義
と
帝
国
大
学
の
教
授
達
の
社
会
政
策
的
な
発
想
と
の
違
い
は
、
貧
民

に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
貧

民
、
あ
る
い
は
労
働
者
と
い
う
言
葉
で
北
一
輝
が
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
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北
一
郎
に
と
っ
て
本
当
に
そ
れ
を
解
放
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
革
命
が
行

な
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ

う
は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
貧
民
は
講
境
社
会
主
義
的
な
帝
国
大
学
の
教

授
遠
の
考
え
方
の
中
で
は
、
馴
致
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
考
え
ら
れ
、
北
一

郎
の
場
合
に
は
、
一
人
一
人
が
解
放
さ
れ
た
自
由
な
人
聞
に
な
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
北
一
輝
の
場
合
に
は
解
放
さ
れ
た
個
々

人
は
、
皇
帝
、
つ
ま
り
は
天
皇
の
も
の
で
も
な
く
、
又
一
人
一
人
の
人
民

の
も
の
で
も
な
い
「
国
家
」
に
帰
属
し
、
そ
れ
へ
の
奉
仕
の
義
務
を
持
つ
。

従
っ
て
、
そ
の
労
働
者
と
い
わ
れ
る
も
の
も
「
徴
兵
」
的
な
「
労
働
寧
」

で
あ
る
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
国
家
へ
の
奉
仕
者
と
し
て
の

自
由
民
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
自
由
民
と
な
る
は
ず

の
国
家
へ
の
奉
仕
者
の
解
放
を
担
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
彼
は
ほ
と
ん

ど
語
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
「
学
者
階
級
」
の
「
国
家
社
会
主
義
」
に
対

し
て
自
ら
の
社
会
主
義
を
狼
拠
づ
け
る
た
め
の
理
想
論
を
展
開
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
だ
が
上
述
し
た
よ
う
に
そ
の
視
点
の
基
本
枠
組
は
同
巧
の
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ロ
そ
こ
で
彼
の
社
会
主
義
は
民
衆
の
社
会

主
義
で
は
な
く
、
明
治
中
期
に
現
わ
れ
て
き
た
身
分
門
閥
に
と
ら
わ
れ
ず

新
し
い
教
育
を
受
け
て
統
治
層
に
参
入
す
る
べ
き
人
ゲ
の
中
で
の
、
つ
ま

り
知
識
官
僚
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
人
々
の
中
で
の
疎
外
さ
れ
た
知
識
官

僚
か
ら
発
想
さ
れ
た
社
会
主
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意

味
で
後
進
国
に
お
け
る
社
会
主
義
は
、
知
識
官
僚
的
統
治
階
層
内
部
で
の

統
治
の
主
導
権
の
争
い
の
中
で
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
進

国
に
お
け
る
社
会
主
義
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
後
進
国
を
発
展
さ
せ

る
い
わ
ば
路
線
の
争
い
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
き
た
。
不
十
分
な
説
明
で
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あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
主
義
の
性
格
を
、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
畿
の
問

題
と
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
社
会
主
義
の
理
論
内
容
と
と
も

に
、
こ
の
よ
う
に
発
想
さ
れ
た
明
治
一
一
一
0
年
代
の
情
況
の
中
で
の
選
ぴ
取

り
う
る
路
線
の
相
違
と
し
て
、
北
一
輝
の
社
会
主
義
思
想
を
考
え
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
時
聞
が
来
た
の
で
後
で
又
御
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
。

城
塚
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な

北
一
輝
の
と
ら
え
方
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
引
き
続
い
て
古
田

光
さ
ん
に
「
河
上
磁
と
マ
ル
ク
久
主
義
」
と
い
う
テ
l

マ
で
話
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。河

肇

上

古

田

光

「
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
者
」
と
い
う
全
体
の
テ
l

マ
に
即
し
な
が
ら
、

河
上
惑
の
場
合
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
い
ま
荒
川

幾
男
氏
か
ら
北
一
仰
の
場
合
に
つ
い
て
御
報
告
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
も

指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
日
本
を
も
含
め
て
、
一
般
に
ア
ジ
ア
の
社
会

主
義
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
、
か
れ
ら
の
お
か
れ
た
歴

史
的
・
社
会
的
な
状
況
の
も
つ
特
殊
性
、
と
く
に
後
進
国
の
イ
γ
テ
リ
ゲ

ソ
チ
ア
と
し
て
担
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
課
題
の
特
殊
性
と
い
っ
た
も
の

に
注
目
し
、
こ
れ
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み

て
、
以
前
か
ら
興
味
深
く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア

の
諸
国
を
も
含
め
て
、
一
般
に
い
わ
ゆ
る
後
進
的
な
諸
国
に
お
い
て
社
会

主
義
の
思
想
や
理
論
が
受
容
さ
れ
る
場
合
、
と
く
に
歴
史
に
お
け
る
主
観

的
要
素
の
役
割
と
い
う
問
題
、
言
い
か
え
れ
ば
歴
史
に
お
け
る
人
間
意
識

の
能
動
性
の
役
割
と
い
う
問
題
が
重
視
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
革
命
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
レ

l

ニ
ン
に
も
見
出
さ
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
後
の
中
園
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム

な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
の
社
会
主
義
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
共
通
に
見
出
さ
れ
る
、

顕
著
な
特
徴
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で

は
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
社
会
主

義
革
命
へ
の
客
観
的
・
社
会
的
な
条
件
が
未
成
熟
な
国
々
で
は
、
そ
う
し

た
遅
れ
た
条
件
の
も
と
で
の
社
会
主
義
的
変
革
の
可
能
性
の
問
題
を
追
求

し
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
主
観
的
・
意
識
的
な
要
素
と
そ
の
役

割
と
い
う
問
題
が
注
目
さ
れ
、
重
視
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
は
、
理
論
的
に
突
き
つ
め
て
い
け
ば
、
歴
史
に

お
け
る
客
観
的
・
物
質
的
な
要
素
と
主
観
的
・
意
識
的
な
要
素
と
の
関
係

は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
き
わ
め
て
原
理
的
・
哲
学
的

な
論
点
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
他
国
で
は
、
こ
れ

を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
理
論
的
な
問
題
で
あ
る
に
と

ど
ま
ら
ず
、
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
革
命
の
そ
の
後
の
歩
み
に
も
示
さ
れ
て
い

よ
う
に
、
社
会
主
義
の
運
動
や
政
策
の
現
実
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響

を
お
よ
ぼ
し
、
時
に
は
大
き
な
偏
向
さ
え
も
た
ら
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
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含
ん
だ
、
す
ぐ
れ
て
現
実
的
・
実
践
的
な
意
味
を
も
っ
た
問
題
で
も
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
問
題
の
取
り
あ
げ
方
や

と
ら
え
方
は
、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
者
た
ち
に
お
い
て
も
、
け
っ
し
て
一

様
で
は
な
い
。
処
に
よ
り
、
時
に
よ
り
、
人
に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
あ

る
。私

が
こ
こ
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
河
上
穫
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問

題
に
生
涯
取
り
組
ん
で
苦
闘
し
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
河
上
は
日
本
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
学
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

学
の
開
拓
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の

た
ん
な
る
直
訳
的
紹
介
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
独
特
の
角
度
か
ら
こ

の
間
題
を
終
始
追
求
し
続
け
て
い
る
。
そ
こ
に
河
上
の
思
想
的
・
理
論
的

な
特
殊
性
が
あ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
河
上
は
こ
う
し
た
問
題
に
必
ず

し
も
十
分
な
解
答
を
与
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

探
求
の
過
程
に
お
い
て
か
れ
が
提
出
し
て
い
る
問
題
毛
の
も
の
は
、
今
日

の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
依
然
と
し
て
問
題
性
を
失
な
っ
て
い
な
い
し
、

そ
の
成
泉
の
な
か
に
は
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

河
上
箆
の
思
想
的
な
発
展
の
過
程
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
『
自
絞

伝
』
な
ど
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
か
れ
に
と
っ
て
最
も
大
事
な

問
題
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
、
自
分
自
身
の
生
き
方
の
問
題

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ど
う
し
た
ら
自
分
は
自
分
の
な
か
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

(
利
己
心
〉
を
克
服
し
て
純
粋
に
倫
理
的
な
〈
非
利
己
的
な
〉
人
間
と
し

て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
社
会
科
学
と

か
社
会
主
義
と
い
っ
た
も
の
も
、
根
本
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
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に
も
と

e

つ
い
て
受
け
と
め
ら
れ
、
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
河
上
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
な
っ
て
か
ら
後
に
、
自

分
を
「
宗
教
的
真
理
の
存
在
を
承
認
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
と
規
定
し
、

「
こ
れ
が
思
想
方
面
に
お
け
る
私
の
特
殊
性
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
」

と
さ
え
諮
っ
て
い
る
。
も
し
マ
ル
ク
マ
ハ
主
義
で
は
真
理
と
い
う
言
葉
は
い

わ
ゆ
る
「
科
学
的
真
理
」
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
他

に
「
宗
教
的
真
理
」
な
る
も
の
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
マ
ル
ク

ス
主
義
者
と
し
て
お
か
し
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、

あ
え
て
「
宗
教
的
真
理
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も

の
が
、
河
上
自
身
の
内
面
に
大
事
な
も
の
と
し
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
再
検
討
に
値
す
る
一
つ
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

河
上
が
「
宗
教
的
真
理
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
河

上
自
身
に
お
い
て
は
、
か
れ
の
き
わ
め
て
特
殊
な
内
面
的
・
精
神
的
な
体

験
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
河
上
は
明
治
三
八
年
、
か
れ
が
ま

だ
二
六
歳
の
青
年
だ
っ
た
と
き
、
読
売
新
聞
に
『
社
会
主
義
評
論
』
を
連

載
し
は
じ
め
た
が
、
そ
の
途
中
で
筆
を
投
げ
捨
て
、
す
べ
て
の
教
職
を
辞

し
て
、
伊
藤
証
信
の
「
無
我
苑
」
に
飛
び
込
む
。
し
ば
ら
く
し
て
「
無
我

苑
」
に
失
望
し
て
そ
こ
か
ら
出
て
し
ま
う
が
、
そ
の
聞
に
生
涯
忘
れ
ら
れ

な
い
、
非
常
に
特
殊
な
内
面
的
・
精
神
的
な
体
験
を
し
た
、
と
語
っ
て
い

る
。
か
れ
は
そ
れ
を
「
自
殺
滅
却
、
大
死
一
番
の
体
験
」
と
か
「
仏
教
に

い
う
無
我
の
体
験
」
な
ど
と
よ
び
、
こ
う
し
た
体
験
に
よ
る
所
得
が
か
れ

の
い
う
「
宗
教
的
真
理
」
な
る
も
の
の
内
容
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
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私
自
身
は
河
上
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
特
殊
な
宗
教
的
な
体
験
を
も
っ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
河
上
の
い
う
「
宗
教
的
真
理
」
な
る
も

の
が
、
そ
う
い
う
種
類
の
体
験
を
も
た
な
い
も
の
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と

だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
資
格
は
な
い
ロ
し
か
し
、

河
上
は
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
体
験
的
知
識
に
理
論
的
な
説
明
を
与
え
る

に
当
っ
て
、
こ
れ
を
「
意
識
の
自
己
意
識
」
と
か
「
内
界
の
真
理
」
と
い

う
ふ
う
に
も
規
定
し
て
い
る
。
意
識
の
自
己
反
省
的
自
覚
と
か
自
己
超
越

的
自
覚
と
よ
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
河
上
の
い
う
「
宗
教
的
真
理
」
な

る
も
の
の
内
容
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

私
の
よ
う
な
も
の
に
と
っ
て
も
必
ず
し
も
無
縁
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
れ

で
も
あ
る
程
度
実
感
し
う
る
よ
う
な
、
普
通
的
な
性
質
の
も
の
と
い
え
る
。

わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
存
在
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
逆
に
存
在
を
限
定

し
か
え
す
よ
う
な
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主

裁
者
も
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
成
立
板
拠
を
追
求

し
て
い
け
ば
、
だ
れ
で
も
こ
う
し
た
問
題
に
突
き
当
ら
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。

哲
学
研
究
者
と
し
て
の
私
が
河
上
の
思
想
や
理
論
に
関
心
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
こ
う
し
た
哲
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
理

論
的
な
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
存
在
と
意
識
、
外
出
介
と
内
界
、

科
学
と
宗
教
と
い
っ
た
も
の
の
関
係
を
、
経
済
学
者
で
あ
る
河
上
が
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
も

ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
河
上
の
解
答
は
け
っ
し
て
十

分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
今
日
の
マ
ル
タ
ス
主
義
哲
学

者
に
よ
っ
て
も
、
な
お
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
問
題
で

あ
り
、
再
検
討
を
促
さ
れ
つ
つ
あ
る
問
題
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
河
上
の
関
心
そ
の
も
の
の
あ
り
方

を
し
ら
べ
て
い
く
と
、
そ
の
根
底
に
は
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
か

れ
独
特
の
倫
理
的
・
実
践
的
な
関
心
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
た
。
そ
し
て
ま
た
、
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
は
、
か
れ
自
身
の
心
内
に
内

面
化
さ
れ
た
伝
統
的
な
エ
ー
ト
ス
(
儒
教
的
な
倫
理
感
覚
や
仏
教
的
な
心

情
〉
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、

そ
う
し
た
東
洋
的
・
伝
統
的
な
エ
ー
ト
ス
と
西
洋
的
・
近
代
的
な
学
問
や

思
想
(
社
会
科
学
的
知
識
や
社
会
主
義
忠
怨
γ
が
、
河
上
自
身
の
内
函
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
結
び
つ
け

方
自
体
の
な
か
に
再
検
討
を
要
す
る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
点
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
般
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
的
な
エ
ー
ト
ス
と
社
会
主
義
の

思
想
や
理
論
の
接
合
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
そ
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を

究
明
す
る
と
い
う
問
題
は
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題

で
あ
り
、
し
か
も
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
究
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

問
題
で
あ
ろ
う
。
私
は
か
つ
て
河
上
蜂
に
つ
い
て
の
小
さ
な
評
伝
(
『
河

上
臨
時
』
東
大
出
版
会
、
一
九
五
九
年
〉
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
河
上
と
い
う
一
つ
の
特
殊
な
事
例
に
つ
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
思
想
史
的
・
精
神
史
的
な
問
題
を
究
明
し

て
い
く
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
を
得
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
で
あ
っ

た
河
上
と
い
う
人
は
「
求
道
者
」
と
い
う
風
格
を
も
っ
た
社
会
科
学
者
で
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あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
れ
の
そ
う
し
た
「
求
道
の
精

神
」
は
、
必
ず
し
も
か
れ
自
身
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
て
い
な
い

に
せ
よ
、
明
ら
か
に
東
洋
的
・
伝
統
的
な
エ
ー
ト
ス
、
儒
教
的
・
仏
教
的

な
エ
ー
ト
ス
に
根
ざ
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
人
び

と
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
河
上
の
内
部
に
ひ
そ
む
東
洋
的
・
伝

統
的
な
エ
ー
ト
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
社
会
理
論
、
と
く
に
唯
物
史

観
を
正
確
に
理
解
し
、
受
容
す
る
に
当
っ
て
、
大
き
な
障
害
物
と
し
て
は

た
ら
い
た
。
河
上
が
早
く
か
ら
社
会
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
か

な
り
の
理
解
と
共
感
を
示
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な

り
え
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
な
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
社
会
主
義
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
し
か
お
よ

ぼ
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
河
上
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に

な
っ
て
か
ら
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
開
圧
に
対
し
て
、
少
く
と
も
自
己
の
恩
想

的
節
操
を
守
る
と
い
う
点
で
は
、
き
わ
め
て
強
靭
な
抵
抗
力
を
発
揮
し
て

い
る
が
、
そ
の
場
合
に
こ
の
東
洋
的
・
伝
統
的
な
エ
ー
ト
ス
は
、
明
ら
か

に
か
れ
の
そ
う
し
た
抵
抗
を
内
側
か
ら
支
え
る
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
提

供
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
よ
う
な
点
に
興
味
を
ひ
か
れ
、
先
に
あ
げ
た
審
物
で
は
、
主

と
し
て
こ
う
し
た
問
題
を
中
心
に
、
一
川
上
の
精
神
構
造
の
特
質
と
そ
の

功
罪
の
究
明
を
試
み
て
み
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は

い
ろ
い
ろ
な
批
判
が
出
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
批
判

に
対
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
し
て
、
現
在
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
く
ら
か
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思

。

》
円
ノ
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批
判
を
受
け
た
問
題
点
の
一
つ
は
、
河
上
の
理
論
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
活

動
の
根
底
に
あ
る
論
迎
的
・
宗
教
的
な
感
覚
、
エ
ー
ト
ス
を
ど
の
よ
う
な

性
絡
と
構
造
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
住
谷
一
彦
氏
は
『
河
上
畿
の
思
想
』
(
未
来
社
、
一
九

七
六
年
)
に
お
い
て
、
河
上
が
『
獄
中
日
記
』
の
な
か
で
「
私
は
バ
イ
ブ

ル
に
よ
っ
て
初
め
て
心
の
限
を
聞
か
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
」
と
語
っ
て

い
る
こ
と
を
重
視
し
、
河
上
の
「
求
道
の
精
神
」
の
根
底
に
あ
る
エ
ー
ト

ス
は
、
た
ん
に
東
洋
的
・
伝
統
的
な
性
械
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
西

洋
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
性
絡
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
強

調
し
て
お
ら
れ
る
。
突
は
私
も
先
に
あ
げ
た
書
物
の
な
か
で
、
バ
イ
ブ
ル

と
の
出
会
い
を
過
し
て
の
西
洋
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
エ
ー
ト
ス
と
の
銭

触
・
接
合
が
そ
れ
ま
で
の
河
上
の
精
神
構
造
の
内
面
的
な
組
み
変
え
を
も

た
ら
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
河
上
の
「
求
道
」
の
根
底
に
あ
る
エ

ー
ト
ス
が
た
ん
に
東
洋
的
・
伝
統
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内

部
に
東
洋
的
・
伝
統
的
な
も
の
と
西
洋
的
・
近
代
的
な
も
の
と
の
「
緊
張

的
対
立
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ち
お
う
注
目
し
、

指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
谷
氏
の
主
張
そ
の
も
の
に
は
別
に
異

存
は
な
い
。
し
か
し
、
河
上
の
根
底
に
あ
る
エ
ー
ト
ス
は
、
た
ん
に
西
洋

的
・
近
代
的
な
も
の
に
還
元
し
う
る
も
の
で
も
な
く
、
東
洋
的
・
伝
統
的

な
も
の
と
の
複
合
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の
接
触
が
伝
統
的

な
精
神
構
造
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
そ
の
こ
と
が
社
会
主
義

思
想
の
受
容
や
成
長
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
か
と
い
う

こ
と
は
、
た
ん
に
河
上
個
人
の
思
想
的
発
展
の
あ
り
方
に
関
す
る
問
題
と
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し
て
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
近
代
日
本
の
思
想
史
、
精
神
史
の

と
ら
え
方
に
関
す
る
問
題
と
し
て
も
、
今
後
も
っ
と
深
く
追
求
さ
れ
る
べ

き
問
題
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ

で
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
伝
統
的
・
儒
教
的
な
エ
ー
ト
ス
は
、

「
経
国
済
民
」
を
重
ん
ず
る
「
志
士
仁
人
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う

方
向
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
社
会
科
学
や
社
会
主
義
に
結
び

つ
い
て
い
く
側
面
を
も
つ
が
、
同
時
に
他
方
で
は
国
家
至
上
主
義
や
立
身

出
世
主
義
と
い
っ
た
思
想
に
結
び
つ
い
て
い
く
よ
う
な
傾
向
を
も
含
ん
で

い
る
。
と
こ
ろ
が
河
上
の
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
国
家
主
義
や
立
身
出
世

主
義
へ
の
批
判
や
抵
抗
へ
の
方
向
を
と
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
の
由
来

を
た
ず
ね
て
ゆ
く
と
、
こ
の
バ
イ
ブ
ル
と
の
出
会
い
を
媒
介
と
し
た
従
来

の
儒
教
的
・
士
山
土
的
な
精
神
構
造
の
内
面
的
な
組
み
変
え
の
あ
り
方
と
い

う
問
題
に
突
き
当
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

河
上
に
と
っ
て
、
バ
イ
ブ
ル
と
の
出
会
い
は
、
従
来
の
自
己
の
生
き
方

に
お
け
る
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
y

プ
を
痛
切
に
自
覚
さ
せ
る
契
機
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
士
山
土
的
・
非
利
己
的
な
人
間
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
理

想
と
、
現
実
の
自
己
の
立
身
出
世
主
義
的
・
利
己
的
な
あ
り
方
と
の
分
裂

の
自
覚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
裂
を
ど
う
統
一
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

が
、
そ
れ
以
後
の
か
れ
の
「
求
道
」
の
課
題
と
な
る
。
そ
う
し
た
河
上
に

と
っ
て
、
社
会
主
義
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
第
一
に
「
非
利
己
的
人
聞
の

共
同
社
会
」
と
い
う
意
味
で
の
理
想
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
思
想
や
運
動

で
あ
っ
た
。
先
に
ふ
れ
た
明
治
三
八
年
の
『
社
会
主
義
評
論
』
の
な
か
で
、

か
れ
は
社
会
主
義
社
会
を
そ
の
よ
う
な
理
想
社
会
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ

に
き
わ
め
て
情
熱
的
な
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
理
想
社 会

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
社
会
組
織
の
改
造
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
人

心
の
改
造
」
に
つ
と
め
る
べ
き
だ
と
考
え
て
、
急
速
に
宗
教
的
精
神
主
義

の
方
向
に
傾
斜
し
、
「
無
我
愛
」
の
運
動
に
飛
び
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な

る
。つ

ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
、
現
実
の
社
会
と
人
間
の
あ
り
方
に
対
す
る

科
学
的
な
研
究
、
社
会
主
義
社
会
と
い
う
理
想
社
会
へ
の
あ
こ
が
れ
、
非

利
己
的
人
間
と
し
て
の
自
己
の
確
立
を
め
ざ
す
求
道
的
な
精
神
な
ど
は
、

河
上
の
内
部
で
な
お
バ
ラ
バ
ラ
な
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
実
と
理
想
、
物
と
心
、
存
在
と
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
の
考

え
方
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
ち
お
う
の
安
定

に
到
達
す
る
の
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
の
初
期
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、

大
正
五
年
に
発
表
さ
れ
た
有
名
な
『
貧
乏
物
語
』
は
、
河
上
の
恩
想
的
な

発
展
過
程
か
ら
み
る
と
、
そ
う
し
た
相
対
的
安
定
期
の
所
産
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
で
の
か
れ
の
考
え
方
は
、
新
カ
γ

ト
派
的
・
二
元
論
的
な

考
え
方
を
手
が
か
り
と
す
る
も
の
で
、
ま
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
か
れ
は
さ
ら
に
石
原
純
の
科
学
論
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
、

存
在
と
意
識
、
土
台
と
上
部
構
造
の
関
係
を
「
相
関
関
係
」
と
し
て
と
ら

え
る
見
解
を
打
ち
出
す
。
し
か
し
、
福
本
和
夫
氏
な
ど
か
ら
、
こ
れ
は
唯

物
史
観
の
経
験
批
判
論
(
マ
ッ
ハ
主
義
)
的
解
釈
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

非
ず
託
法
的
な
性
格
を
批
判
さ
れ
、
ま
た
は
じ
め
か
ら
考
え
な
お
さ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
近
代
日
本
に
生
き
る
一
人
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
と
し
て

の
河
上
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
内
部
の
利
己
心
を
克
服
し

て
、
純
粋
に
非
利
己
的
な
人
間
と
し
て
生
き
て
い
け
る
か
、
と
い
う
問
題
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が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
重
要
な
問
題
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
思
想
や
社
会

科
学
的
知
識
も
、
そ
う
し
た
関
心
と
の
連
闘
に
お
い
て
受
容
さ
れ
、
追
求

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義

理
論
を
研
究
す
る
場
合
に
も
、
そ
う
し
た
人
間
の
内
面
的
意
識
の
問
題
が

科
学
の
地
平
で
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
ど
こ
ま
で
把
揮
し
う
る
か
、
と
い
う

問
題
が
か
れ
に
と
っ
て
終
始
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

問
題
は
、
た
ん
に
河
上
個
人
に
と
っ
て
の
関
心
事
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な

く
、
世
界
思
想
史
的
に
み
て
も
、
実
は
河
上
と
同
時
代
の
社
会
科
学
者
や

哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
の
共
通
の
関
心
事
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
へ

1

ゲ
ル
が
精
神
現
象
学
と
い
う
よ
う
な
形
で
展
開
し
た
人
間
精

神
の
歴
史
を
経
験
科
学
の
地
平
で
ど
の
よ
う
に
再
把
撞
し
て
い
く
べ
き
か
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
人
聞
の
内
面
的
・
宗
教
的
な
意
識
ま
で
と
ら
え
き
れ

る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
時
代
の
思
想
的
・
学
問
的
課
題
と

し
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
が
カ
|
チ
、
ウ
ェ
l

パ
l

、
マ

γ

ハ
イ
ム
と
い
っ
た
人
び
と
の
取
り
組
ん
だ
テ
1
7

を
考
え
て

み
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
う
。
こ
れ
は
今
日
で
も
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
河
上
は
こ
の
よ
う
な
時
代
の
思
想
的
・
学
問
的
な
課
題
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
収
め
え
た
か
。
ま

た
そ
の
こ
と
が
社
会
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
な
把
混
と
追
求
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
。
こ

の
点
の
究
明
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
先
に
あ
げ

た
私
の
書
物
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
批
判
で
あ
っ
て
、
本
日
の
質
問
者
で

あ
る
山
之
内
靖
氏
(
『
社
会
科
学
の
方
法
と
人
間
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
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七
三
年
〉
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
岩
崎
允
胤
氏
な
ど

か
ら
の
批
判
も
こ
の
点
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
気
づ
い
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
準
備
や
紙
数
の
不
足
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
私
は
前
著
で
は
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
意
識
的
に
簡
略

化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
の
究
明
が
不
十
分
で

あ
る
と
い
う
批
判
は
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と
考

え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
河
上
の
思
想
的
発
展
の
過
程
に
つ
い
て
い
う
と
、
「
科
学
的

真
理
」
と
「
宗
教
的
真
理
」
の
区
別
と
連
関
と
い
う
形
で
か
れ
の
問
題
を

考
え
る
前
に
、
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
真
理
」
の
地
平
に
お
い
て
人
聞
の
内

面
的
青
山
識
の
問
題
、
あ
る
い
は
意
識
と
存
在
の
関
係
の
問
題
は
ど
う
と
ら

え
る
べ
き
も
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
櫛
国
民
蔵
や
福
本
和
夫
ら
の
批

判
を
受
け
た
後
に
、
唯
物
史
観
の
理
論
的
再
把
渥
と
い
う
形
で
、
あ
ら
た

め
て
こ
の
間
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
大
正
の
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
書

か
れ
た
諸
論
文
、
な
か
で
も
マ
ル
ク
ス
の
い
う
「
社
会
的
重
識
形
態
」
に

関
す
る
も
の
、
「
唯
物
史
観
に
関
す
る
自
己
清
算
」
と
題
さ
れ
た
長
篇
の

も
の
は
、
そ
う
し
た
苦
闘
の
足
跡
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
マ
ル

タ
ス
主
義
の
立
場
か
ら
意
識
の
問
題
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

を
主
要
な
テ
l
マ
と
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
の
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
の
な
か
で
、
河
上
は
、
従
来
の

唯
物
史
観
解
釈
の
通
説
に
反
対
し
て
、
意
識
形
態
の
あ
る
も
の
(
経
済
的

意
識
形
態
)
は
経
済
的
土
台
構
造
の
な
か
に
「
織
り
込
ま
れ
て
い
る
」
と
解

釈
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
土
台
の
研
究
は
同
時
に
あ
る
種
の
意

識
形
態
の
研
究
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
福
本
は
こ
れ
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を
非
弁
証
法
的
・
経
験
批
判
論
的
な
解
釈
と
し
て
批
判
し
た
が
、
福
本
自

身
の
見
解
は
、
ル
カ
l

チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
か
ら
の
影
響
の
強
い

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
河
上
は
、
「
自
己
清
算
」
と
題
す
る
論
文
の

な
か
で
、
あ
る
面
で
は
福
本
の
批
判
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
三
木
清
や
フ

ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
〈
か
な
り
原
著
を
精
読
し
て
い
る
)
の
見
解
を
手
が
か

り
と
し
な
が
ら
、
自
説
を
再
構
築
し
、
そ
れ
を
通
し
て
福
本
へ
の
反
批
判

を
試
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
山
之
内
氏
な
ど
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ

う
に
、
福
本
説
の
欠
陥
(
と
く
に
ル
カ
l

チ
的
階
級
意
識
論
と
『
資
本
論
』

解
釈
と
の
聞
の
不
整
合
)
を
鋭
く
街
く
と
と
も
に
、
経
済
構
造
と
意
識
形

態
、
階
級
意
識
と
学
問
的
認
識
な
ど
の
関
係
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
多

く
の
示
唆
に
富
む
独
特
の
見
解
を
提
起
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

河
上
個
人
の
思
想
的
発
展
に
即
し
て
い
え
ば
、
近
代
日
本
に
お
け
る
一

人
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ソ
チ
ア
と
し
て
自
己
自
身
の
生
き
方
を
さ
ぐ
る
こ
と
か

ら
出
発
し
、
そ
れ
と
の
関
連
で
個
人
の
内
面
的
意
識
の
問
題
を
重
視
し
て

き
た
河
上
は
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
こ
う
し
た
問
題
を
マ
ル
タ
ス
主
義
的
な

社
会
科
学
、
歴
史
科
学
の
地
平
で
考
察
し
う
る
た
め
の
、
一
つ
の
理
論
的
な

通
路
な
い
し
拠
点
を
発
見
し
え
た
の
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
問
題
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か

ら
の
宗
教
社
会
学
と
か
、
内
面
的
な
精
神
活
動
を
含
め
た
全
体
的
な
思
想

史
学
と
か
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な

る
形
に
お
い
て
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
現
代
の
学
問
史
的
な
問
題
点
に
も

つ
な
が
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
れ
な
い
が
、

河
上
の
思
想
と
そ
の
成
果
の
な
か
に
は
、
再
評
側
さ
る
べ
き
多
く
の
も
の

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
河
上
の
見
解
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

ま
だ
荒
け
ず
り
な
、
多
く
の
弱
点
や
欠
陥
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

か
れ
の
実
践
の
あ
り
方
や
後
の
真
理
観
に
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
お
よ
ぼ
し

て
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
功
罪
の
再
検
討
を

通
し
て
、
河
上
の
追
求
し
よ
う
と
し
た
問
題
の
意
味
を
よ
り
深
く
と
ら
え

な
お
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
後
代
の
も

の
に
-
謀
せ
ら
れ
た
責
務
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

城
塚
で
は
次
に
丸
山
昇
さ
ん
に
魯
迅
を
中
心
に
中
国
の
場
合
に
つ
い

て
報
告
し
て
頂
き
ま
す
。

魯

迅

丸

昇

山

私
は
文
学
と
も
思
怨
と
も
つ
か
な
い
中
途
半
端
な
あ
た
り
を
や
っ
て
い

る
。
来
し
て
社
会
思
想
史
μ玄
Eと
い
う
よ
う
な
所
で
お
話
し
'
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
か
ど
う
か
心
も
と
な
い
の
だ
が
、
そ
の
点
ぼ
予
じ
め
制
問
弁
願

っ
て
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
今
日
の
テ
l

マ
に
沿
っ
て
い
う
と
社
会

主
義
者
と
し
て
の
魯
迅
、
あ
る
い
は
魯
迅
に
お
け
る
社
会
主
義
と
い
っ
た

こ
と
が
私
が
扱
う
べ
き
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
御
承
知
の
よ
う
に
魯

迅
と
い
う
人
物
は
そ
の
よ
う
な
形
で
は
大
変
論
じ
に
く
い
思
想
家
で
あ
る
。

こ
の
点
は
既
に
竹
内
好
氏
が
、
一
九
四
六
年
に
「
思
想
家
と
し
て
の
魯

迅
」
と
い
う
文
章
の
中
で
「
魯
迅
は
い
わ
ゆ
る
思
想
家
で
は
な
い
。
仇
同
込



の
思
想
を
客
体
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る

と
お
り
で
あ
る
ロ
従
っ
て
、
魯
迅
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
型

の
、
客
体
と
し
て
非
常
に
取
り
出
し
に
く
い
思
怨
家
が
あ
れ
だ
け
の
重
み

を
持
ち
え
た
の
は
、
又
現
在
持
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
又
魯
迅
が

そ
の
よ
う
な
重
み
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
中
国
近
代
と
は
何
で
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
私
と
し
て

は
、
そ
れ
を
論
ず
る
前
に
一
応
魯
迅
の
思
想
、
竹
内
氏
が
客
体
と
し
て
取

り
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
言
っ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、

そ
の
思
想
を
、
単
純
化
を
恐
れ
ず
に
、
あ
え
て
多
少
整
理
し
て
取
り
出
し

て
見
た
い
。
そ
の
上
で
、
そ
の
魯
迅
の
思
想
、
魯
迅
の
よ
う
な
型
の
思
想

家
が
中
国
の
近
代
に
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思

久
ノ
。

アジアの社会主義者たち

御
承
知
の
よ
う
に
魯
迅
の
思
想
は
、
普
通
一
九
二0
年
代
の
末
期
か
ら

三
0
年
代
の
初
頭
を
境
と
し
て
、
前
期
と
後
期
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
思
想
は
、
簡
単
に
い
え
ば
進
化
論
か
ら
階
級
論
へ
転
じ
た
の
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
摺
秋
白
が
そ
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
以
来
、
一
応

の
定
式
と
さ
れ
て
い
る
。
竹
内
氏
は
そ
の
点
を
認
め
な
が
ら
、
尚
か
っ
そ

の
中
で
変
ら
な
か
っ
た
魯
迅
が
問
題
で
あ
る
と
問
題
を
立
て
た
の
だ
が
、

少
く
と
も
進
化
論
か
ら
階
級
論
へ
と
い
う
定
式
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
は

い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
進
化
論
か
ら
階
級
論
へ
と
い
う
言
葉
は
今
日

に
至
る
ま
で
中
国
で
も
日
本
で
も
定
式
と
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
な
り
に
、

ま
ず
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
分
け
て
考
え
て
見
た
い
。

ま
ず
魯
迅
に
お
け
る
進
化
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
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う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
単
純
化
を
恐
れ
ず
に
、
あ
え
て
言
う
と
、
第
一

の
側
面
は
い
わ
ば
社
会
進
化
論
を
弱
者
の
立
場
に
立
っ
て
逆
転
さ
せ
た
独

特
の
進
化
論
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魯

迅
が
進
化
論
に
触
れ
た
の
は
、
南
京
の
鉱
務
鉄
路
学
堂
に
い
た
時
に
厳
復

の
『
天
演
論
』
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
は
、
既
に
御
承
知
の
通
り
だ
が
、
そ

こ
で
魯
迅
は
、
進
化
論
の
説
く
適
者
生
存
、
優
勝
劣
敗
の
法
則
を
、
清
末

に
お
け
る
漢
民
族
の
情
況
を
説
明
し
、
未
来
を
卜
す
る
も
の
と
し
て
受
け

取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
言
え
る
。
つ
ま
り
、
漢
民
族
は
歴
史
上
の

弱
者
と
し
て
、
敗
者
と
し
て
滅
亡
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ

が
民
族
的
危
機
感
と
結
び
つ
い
て
、
あ
る
い
は
民
族
的
危
機
感
の
基
に
な

っ
て
、
広
く
青
年
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
留
学

中
に
「
文
学
運
動
」
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
書
い
た
様
々
の
文
掌

に
現
わ
れ
て
い
る
魯
迅
の
思
想
に
つ
い
て
見
る
と
、
彼
の
場
合
進
化
論
は

単
に
中
国
の
漢
民
族
の
前
途
を
卜
す
る
も
の
と
し
て
、
民
族
的
危
機
を
説

明
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
弱
者
の

立
場
に
置
か
れ
た
漢
民
族
の
一
員
と
し
て
、
社
会
進
化
論
を
逆
転
さ
せ
て

と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
色
だ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
は
西
洋
列
強
は

「
殺
致
、
攻
奪
を
好
み
、
国
威
を
天
下
に
広
げ
ん
と
す
る
も
の
」
(
「
破

怒
声
論
」
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
聞
に
進
化
す
る
前
の
性
質
の
現
わ
れ
た

「
獣
性
の
愛
国
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
強
固
に
生

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
分
が
虐
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ

れ
を
自
覚
し
な
い
で
自
分
よ
り
悲
運
に
あ
る
国
々
を
刷
る
よ
う
な
も
の
は

奴
隷
性
で
あ
っ
て
、
獣
性
よ
り
も
吏
に
下
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
当
時
の
漢
民
族
の
持
つ
性
秘
を
獣
性
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
奴
隷
性
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と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
も
う
一
つ
、
そ
の
よ
う
な

「
獣
性
の
愛
国
」
で
は
な
く
、
自
ら
弱
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
強
者
に
抵

抗
す
る
も
の
を
、
人
間
の
進
化
の
極
致
、
あ
る
い
は
理
想
像
と
し
て
の
境

地
に
達
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
「
反
抗
の
詩
人
」

と
か
「
精
神
界
の
戦
士
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
を
置
く
。
そ
の
具
体

的
な
イ
メ
ー
ジ
に
あ
っ
た
の
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
独
立
を
援
助
し
た
パ
イ
ロ

γ
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
反
抗
の
詩
人
、
精
神
界
の
戦
士

の
叫
び
が
様
々
な
悪
徳
に
よ
っ
て
現
在
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来

「
朴
素
の
民
」
の
心
の
奥
に
滋
ん
で
い
る
は
ず
の
生
命
力
に
点
火
し
て
、

朴
索
の
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
燃
え
さ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
が
救
わ
れ
、

生
ま
れ
変
る
と
い
う
の
が
、
青
年
時
代
の
魯
迅
の
革
命
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
社
会
進
化
論
を
弱
者
の
立
場
か
ら
逆

転
さ
せ
た
も
の
が
、
魯
迅
に
お
け
る
進
化
論
の
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
側
面
は
比
較
的
単
純
で
あ
る
が
、
例
え
ば
儒
教
的
尚
古
主

義
と
で
も
い
舎
か
、
昔
が
良
く
て
段
々
末
世
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
伝
統
墨
守
主
義
に
対
す
る
批

判
と
し
て
の
進
化
論
、
つ
ま
り
、
人
類
の
進
歩
へ
の
信
頼
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
働
く
進
化
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
比
較
的
単
純
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
側
面
が
彼
の
前
期
の
進
化
論
の
内
容
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、
そ
の
よ
う
な
、
進
化
論
者
で

あ
っ
た
と
一
言
わ
れ
る
時
期
の
魯
迅
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
彼
の
進
化
論
は
「
革
命
」
を

排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
、
進
化
を
な
だ
ら
か
な
進
化
と
し
て
の
み
と
ら

え
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
辛
亥
革
命
へ
の
彼

の
か
か
わ
り
方
、
あ
る
い
は
一
九
二
0
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
国
民
革

命
、
北
伐
と
の
か
か
わ
り
方
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
師
匠
章
柄
麟

の
言
楽
に
、
自
分
の
い
う
革
命
と
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
よ
り

は
、
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ー
の
中
興
に
近
い
と
い
う
意
味
の
言
葉

が
あ
り
(
「
獄
中
新
聞
報
記
者
に
答
う
る
の
書
」
)
、
魯
迅
の
そ
れ
も
掌
柄

麟
に
か
な
り
近
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ー
の
中
興
、

あ
る
い
は
独
立
戦
争
に
近
い
形
の
革
ム
m
H
民
族
的
中
興
、
そ
れ
が
先
に

述
べ
た
よ
う
な
形
で
実
現
す
る
、
と
い
う
の
が
、
彼
の
革
命
の
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
革
命
を
含
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
の
第
一
で
あ
る
。

第
二
に
、
前
期
と
言
わ
れ
る
時
期
に
お
い
て
も
階
級
と
い
う
観
念
は
、
彼

の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
い
ち
い
ち
例
証
は

省
く
が
、
例
え
ば
土
大
夫
的
偽
善
、
非
人
間
性
に
対
し
て
朴
来
民
と
い
う

言
葉
で
呼
ぶ
民
衆
の
持
つ
優
位
性
へ
の
信
頼
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
共
感

は
青
年
時
代
の
魯
迅
に
は
著
し
い
。
民
衆
と
士
大
夫
が
感
性
に
お
い
て
も

知
性
に
お
い
て
も
様
々
の
面
で
異
質
で
あ
る
と
い
う
認
識
、
そ
し
て
特
に

民
衆
の
知
性
、
感
性
へ
の
共
感
は
、
前
期
か
ら
か
な
り
明
確
に
現
わ
れ
て

い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
化
の
階
級
性
の
認
識
は
か
な
り
早
い
時
期
か

ら
魯
迅
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
が
漠
然
と
し
た
感
覚

的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
ま
た
青
年
期
に
見
ら
れ
る

俗
衆
へ
の
軽
歯
肉
、
燥
感
と
朴
素
の
民
へ
の
信
頼
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
、

整
理
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
階
級
」
認

識
が
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
と
思
う
。
第
三

に
社
会
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
社
会
主
義
像
は
魯
迅
の
場
合
に
や
は
り
ロ
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ジ
ア
革
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
大
筋
で
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
た
だ
そ
の
場
合
、
李
大
剣
が
、
一O
月
革
命
は
二
O
世
紀
の
謄
光

で
あ
る
と
誉
め
た
た
え
た
の
に
反
し
て
、
魯
迅
は
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
H

曙
光

は
頭
上
に
あ
る
が
、
頭
を
も
た
げ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
見
え
な
い
u
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
社
会
主
義
像
の
持
つ
意
味
は
、

当
時
い
ち
早
く
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
け
入
れ
て
中
国
共
産
党
の
創
立
へ
と

向
っ
て
い
っ
た
何
人
か
の
思
想
家
と
比
べ
て
か
な
り
違
っ
て
は
い
る
が
、

ロ
シ
ア
革
命
を
通
じ
て
社
会
主
義
像
を
得
て
、
そ
れ
が
漠
然
と
し
た
形
に

せ
よ
、
一
つ
の
関
心
の
対
象
と
し
て
魯
迅
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
ほ
ぼ
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
以
上
が
進
化
論
者
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
時
期
の
魯
迅
の
思
想
を
、
や
や
図
式
的
に
な
る
こ
と
を

恐
れ
ず
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
進
化
論
か
ら
階
級
論
へ
の
魯
迅
の
変
化
、

転
換
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
竹
内
好
氏
が
H

魯
迅
は
世
界
観
と
し
て
の
進

化
論
か
ら
、
世
界
観
と
し
て
の
階
級
論
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
移
行
し
た
の

で
は
な
い
M
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
い
わ
れ
た
と
お
り
で
、
そ
れ
を
私
流

に
言
い
変
え
る
と
す
る
と
、
彼
の
進
化
論
か
ら
階
級
論
へ
の
転
化
は
、
彼

の
そ
の
よ
う
な
革
命
像
、
階
級
観
の
い
わ
ば
構
造
の
変
化
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。H

そ
の
変
化
の
中
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
有
名
な
言
葉
が
二
七
年
か
ら
三
一
一
年

に
か
け
て
三
つ
程
あ
る
。
一
つ
は
二
七
年
に
書
い
た
「
H

有
恒
先
生
に
答

え
る
H
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
ロ
四
・
一
ニ
ク
ー
デ
タ
ー
、
つ
ま
り
一
九

二
七
年
の
四
月
に
蒋
介
石
が
起
し
た
反
共
F
l

デ
タ
ー
を
彼
は
広
東
で
体

験
す
る
が
、
そ
の
体
験
を
通
じ
て
、
"
か
つ
て
の
自
分
の
思
想
が
彼
綻
し

17 

た
u
と
い
っ
て
い
る
。
自
分
は
い
ま
ま
で
、
と
に
か
く
保
守
的
な
老
人
が

順
々
に
死
ん
で
行
け
ば
背
年
が
残
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
世
の
中
が
進
歩
す

る
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
む
し

ろ
、
青
年
を
殺
す
の
は
同
じ
青
年
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
書
い
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
三
二
年
に
書
い
た
文
章
(
「
三
閑
集
自

E序
」
〉
で
は
、
二
八
年
、

二
九
年
に
行
な
わ
れ
た
創
造
社
、
太
陽
社
な
ど
若
い
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
者
遠
か
ら
の
攻
撃
に
答
え
た
論
争
の
中
で
、
否
応
な
し
に
マ
ル
ク
ス
主

義
の
文
献
を
読
ま
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
進
化
論
だ
け
を
信
じ
て

い
た
傾
向
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼

ら
に
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
同
じ

年
に
自
分
は
従
来
か
ら
自
分
の
属
す
る
階
級
を
憎
み
、
そ
の
滅
亡
に
対
し

て
は
何
の
愛
惜
も
抱
か
な
か
っ
た
が
、
今
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
通
じ
て
新

興
の
無
産
者
階
級
に
こ
そ
未
来
が
あ
る
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
言
葉
を
述
べ
て
い
る
(
「
二
心
集
自
序
」
)
。
こ
れ
ら
は
魯
迅
の
転
換
を

示
す
言
葉
の
代
表
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
が
、
私
と
し
て
は
革
命

文
学
を
め
ぐ
る
創
造
社
、
太
陽
社
と
の
論
争
の
中
で
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献

に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
今
少
し
触
れ
た
一
九
二
七
年
の
四
・
一

一
一
ク
ー
デ
タ
ー
の
体
験
の
方
が
、
魯
迅
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た

え
考
え
る
。
こ
の
時
の
体
験
は
、
自
分
の
教
え
子
の
中
か
ら
多
数
の
逮
捕

者
死
者
が
出
る
、
そ
の
後
も
毎
日
の
よ
う
に
右
派
の
労
働
組
合
や
学
生
が

赤
狩
り
を
や
っ
て
左
派
の
労
働
者
、
学
生
を
捕
え
て
い
く
と
い
っ
た
も
の

で
、
そ
れ
を
目
の
当
り
に
見
た
こ
と
、
老
人
対
青
年
、
あ
る
い
は
旧
対
新

の
対
立
を
越
え
た
、
よ
り
強
力
な
階
級
闘
争
の
法
則
が
貫
徹
す
る
の
を
目

の
当
り
に
見
た
こ
と
が
、
恐
ら
く
彼
に
決
定
的
な
体
験
と
な
っ
た
に
違
い
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な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
彼
の
中
に
生
ま
れ
始
め
て
い
た

変
化
の
上
に
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
理
論
的
に
説
明
し
整
理
す
る
も
の
と

し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
働
い
た
と
い
う
方
が
彼
の
内
面
の
真
実
に
近
い
と

思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
け
入
れ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ

を
直
ち
に
ト
ー
タ
ル
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
マ
ル

ク
ス
主
義
の
担
い
手
で
あ
る
中
国
共
産
党
の
支
持
と
い
う
形
に
は
働
い
て

い
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
実
際
に
中
国
共
産
党
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
な
彼
の
思
怨
的
態
度
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
現
実
に

中
国
共
産
党
が
中
国
を
変
え
る
仕
事
を
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
彼
の
目
に

映
り
出
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
仕
事
の
中
で

具
体
的
な
仕
事
を
積
み
重
ね
て
い
る
個
々
の
党
員
へ
の
人
間
的
信
紙
を
媒

介
と
し
て
だ
っ
た
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
魯
迅
の
思
想
を
で
き
る
だ
け
客
観
化
し
て
、
そ
の
E
E
B

を

描
い
て
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
魯
泊
の
忠
利
山
を
考
え
る

時
、
そ
の
よ
う
な
形
で
取
り
出
し
た
も
の
の
他
に
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な

客
観
的
存
在
と
し
て
取
り
出
し
に
く
い
も
の
、
又
は
、
彼
の
思
似
に
な
い

も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
た
と
え
ば
彼
の
そ
の
よ
う
な
思
想
の
中
に
は
変
革
へ
の
期
待
、
熱
情
、

衝
動
は
非
常
に
強
く
あ
る
が
、
変
革
し
た
後
の
到
達
点
に
つ
い
て
の
イ
メ

ー
ジ
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
は
問
題
と
し
て
は
、

マ
ル
ク
ス
や
へ
1
ゲ
ル
に
特
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
志
向
が
あ
っ
た
と
し
ば
し

ば
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
の
関
連
で
魯
迅
に
そ
の
よ
う
な
も

の
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を

中
国
の
思
想
の
伝
統
と
関
連
し
て
考
え
る
こ
と
は
ど
の
程
度
可
能
か
と
い

っ
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
在
私
も

自
信
の
あ
る
考
え
を
持
て
な
い
し
、
又
、
中
国
の
伝
統
思
想
に
つ
い
て
も

十
分
な
素
養
を
持
た
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
お
か
せ

て
い
た
だ
く
。
む
し
ろ
、
私
が
現
在
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う

な
未
来
像
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
か
か
わ
る
が
、
思
想
と
い
う
も
の
の

彼
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
、
現
実
と
具
体
的
か
か
わ
り
を
持
っ
た
思
想
、

あ
る
い
は
現
実
と
の
接
点
を
持
っ
た
思
想
と
そ
う
で
な
い
思
想
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
に
独
特
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
、
彼
は
あ
る
思
想
を
考
え
る
場
合
に
、
そ
れ
が
全
体
と
し

て
ど
の
よ
う
な
体
系
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
未
来
像
と
し
て
ど

の
よ
う
な
も
の
を
掲
げ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
が

差
し
当
り
ど
の
よ
う
な
行
為
を
生
む
か
、
ど
の
よ
う
な
行
為
と
結
び
つ
く

か
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
そ
の
行
為
が
持
つ
具
体
的
な
効
果
に
よ
っ
て
判

断
す
る
と
い
う
傾
向
が
一
貫
し
て
彼
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
単
に
、
あ
る
思
怨
を
、
そ
れ
が
生
み
出
す
具

体
的
な
行
為
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
体
系
的
な
思
想
、

あ
る
い
は
遠
大
な
目
標
を
持
っ
た
思
想
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
差
し
当
り
の

具
体
的
な
行
為
を
怠
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
る
役
割
を
柴
し
が
ち
で

あ
る
と
い
う
。
不
信
、
批
判
が
常
に
働
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の

思
想
の
一
つ
の
特
色
で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、
国
民
党
の
四
・
一

一
一
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
の
い
わ
ば
イ
デ
オ
ロ
l

グ
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
呉

稚
廊
と
い
う
人
物
が
い
る
が
、
こ
の
呉
は
か
つ
て
中
国
に
お
け
る
ア
ナ
キ

ズ
ム
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
と
し
て
、
ア
ナ
ギ
ズ
ム
の
紹
介
、
提
唱
を

さ
か
ん
に
行
っ
た
人
物
だ
っ
た
。
魯
迅
は
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
思
想
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と
い
う
も
の
は
、
実
際
と
か
か
わ
ら
な
い
聞
は
ど
の
よ
う
な
立
派
な
事
を

言
っ
て
も
無
事
安
全
で
あ
る
が
、
一
度
現
実
を
変
え
よ
う
と
す
る
と
た
ち

ま
ち
圧
迫
に
会
う
も
の
だ
、
呉
稚
郎
、
か
あ
の
よ
う
な
主
義
を
持
っ
て
い
な

が
ら
現
在
非
常
に
羽
振
り
を
き
か
せ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
呉
縦
断
先
生
の

理
想
は
数
百
年
先
に
始
め
て
実
現
す
る
理
想
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国

共
産
党
の
理
想
は
二
O
年
先
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
想
で
あ
る
か
ら
だ

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
自
分
が
綿
入
れ
一
枚
し
か
持
っ
て

い
な
い
時
、
自
の
前
に
凍
死
し
そ
う
な
人
が
い
る
。
そ
の
人
を
救
う
に
は

自
分
の
綿
入
れ
を
脱
い
で
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
菩
提
樹

の
下
で
全
人
類
を
済
度
す
る
方
法
を
冥
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と

し
た
ら
、
自
分
は
後
者
を
選
ぶ
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
方
が
容
易
だ
か
ら
、

と
も
い
う
。
ま
た
、
自
分
の
肉
を
裂
い
て
艇
を
義
い
、
自
分
の
身
を
投
じ

て
虎
を
飼
う
の
は
小
一
栄
で
む
し
ろ
空
々
漠
々
と
説
教
を
す
る
の
が
大
衆
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
そ
れ
が
発
達
し
て
さ
た
機
微
は
そ
の
辺

に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
事
も
言
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
思
想
と
し
て
の
「
深

速
さ
」
が
、
説
突
の
具
体
的
な
行
為
を
む
し
ろ
避
け
る
役
割
を
果
し
が
ち

で
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
、
あ
る
意
味
で
は
自
戒
が
、
魯
迅
の
場
合
に
は
非

常
に
強
く
働
い
て
い
る
。
こ
れ
は
一
一
白
か
ら
見
る
と
彼
の
パ

l
z

大
リ
テ

ィ
と
見
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
何
ら
か
の

意
味
で
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
し
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
を
通
じ
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
魯
迅
の

思
想
の
あ
り
方
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
魯
迅
が
そ
の
生
涯

に
お
い
て
様
々
の
形
で
行
動
を
選
択
す
る
必
一
安
に
迫
ら
れ
た
時
に
、
そ
の

選
択
に
作
用
す
る
一
つ
の
原
理
と
し
て
し
ば
し
ば
働
い
て
い
る
と
い
う
点
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で
は
こ
れ
を
彼
の
思
想
方
法
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
事

は
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
何
に
基
づ
い
て
、
形

成
さ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

言
う
ま
で
も
な
く
辛
亥
革
命
の
挫
折
を
始
め
と
す
る
体
験
が
彼
に
与
え
た

も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
波
築
、
絶
望
と
言
わ
れ
る
時
期
を
通
じ
て
彼
の

内
部
に
形
成
さ
れ
、
者
相
似
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ

を
魯
迅
論
を
離
れ
て
、
も
う
少
し
客
観
化
、
一
般
化
し
て
言
う
と
、
先
程

か
ら
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
て
い
る
後
進
国
に
お
け
る
思
想
の
役
割
の
問
題

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
中
国
の
場
合
、
そ

れ
は
後
進
国
で
あ
る
と
同
時
に
一
方
で
三
千
年
の
歴
史
を
持
っ
た
大
帝
国

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
見
て
も
、
そ
れ
が
複
雑
な
側
面
を
持
っ
て
い

る
社
会
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
そ
う
い
う
社
会
を
全
体
と
し
て

正
確
に
と
ら
え
る
思
想
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
の
悶
難
さ
、
そ
れ
が
、
迅

魯
の
よ
う
な
思
想
方
法
を
生
ん
だ
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
思
想
方
法
は

こ
う
し
た
社
会
を
全
体
と
し
て
正
確
に
と
ら
え
る
思
想
の
誕
生
の
媒
介
と

し
て
機
能
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
非
常
に
舌
足

ら
ず
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
言
う
と
、
一
夜
圧

迫
階
級
解
放
の
思
想
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
被
圧
迫
階
級
以
外
の
者

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
る
の
は
、
先
進
国
に
お
い
て
も
当
然
の
事
で
あ
る
が
、

そ
の
主
張
が
被
圧
迫
階
級
の
中
に
広
が
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ

る
と
と
も
に
そ
の
思
想
が
彼
ら
自
身
の
発
想
、
思
考
方
法
に
従
っ
て
も
う

一
度
組
み
換
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
現
実
に
カ
を
持
た
な
い
し
、
又
、

そ
れ
が
被
圧
迫
階
級
以
外
の
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
論
理
化
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
の
持
つ
性
格
を
な
か
な
か
脱
し
切
れ
ず
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
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現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
む
し
ろ
拡
大
さ
れ
る
傾
向
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
後
の
中
国
近
代
の
、
あ
る
い
は
近
代
か
ら
現
代
へ
か
け
て
の
歴
史
を

見
て
も
、
ほ
ぼ
言
え
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
思
想
が
被
圧
迫
階
級

以
外
の
者
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
現
実
と
の
ギ
ャ

y

プ

は
、
先
進
国
に
お
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
後
進
国
に
お
け
る
方
が
よ
り
大
き

く
、
そ
こ
か
ら
そ
の
よ
う
な
思
想
が
被
圧
迫
階
級
自
身
の
思
想
に
組
み
換

え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
再
生
さ
れ
る
と
い
う
課
題
の
持
つ
困
難
さ
が
、
後

進
国
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
の
い
わ
ば
共
通
の
運
命
と
し
て
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
課
題
の
中
で
考
え
る
と
、
魯
迅
の
よ
う
な
形

の
思
想
の
と
ら
え
方
、
す
な
わ
ち
、
思
想
を
そ
の
体
系
な
り
、
未
来
像
な

り
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な

具
体
的
行
為
し
て
現
わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
行
為
と
結
び

つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
常
に
問
題
に
し
て
行
く
と
ら
え
方
は
そ
の
よ
う

な
思
想
の
組
み
換
え
、
再
生
の
た
め
の
強
力
な
媒
介
と
し
て
作
用
す
る
。

そ
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
と
も
ま
と
も
に
担
っ
た
思
想
家
と
い
う
こ
と
で

魯
迅
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
と
討
論

城
塚
そ
れ
で
は
ま
ず
最
初
に
荒
川
幾
男
さ
ん
の
北
一
郎
の
場
合
を
中

心
に
し
た
報
告
に
対
す
る
コ
メ
γ

ト
を
東
京
大
学
の
馬
場
修
一
さ
ん
に
お

願
い
し
ま
す
。

馬
場
本
格
的
な
コ
メ

γ
ト
と
い
う
よ
り
も
、
荒
川
さ
ん
が
非
常
に
短

い
時
間
の
中
で
お
話
し
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
点
は
ぜ
ひ
お
聞
か

せ
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
私
の
希
望
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第

一
に
、
北
一
輝
論
と
し
て
非
常
に
新
鮮
に
感
じ
た
の
は
、
荒
川
さ
ん
が
、

疎
外
知
識
官
僚
を
社
会
的
法
盤
と
し
た
後
進
国
型
の
社
会
主
義
と
北
一
部

の
思
想
を
規
定
し
た
点
で
あ
り
ま
す
。
非
常
に
貴
重
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

を
持
っ
て
い
た
北
一
輝
が
一
面
で
は
未
来
学
的
な
構
想
力
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
「
日
本
改
造
法
案
大
綱
」
等
は
明
確
に
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
社

会
的
機
能
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
後
の
超
国
家
主
義
的
な
陰
謀
、
特

に
青
年
将
校
等
の
決
起
の
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
、
北
一
輝
の
著
作
は
機
能
し

ま
し
た
。
北
一
郷
自
身
の
意
図
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
的
機
能
と
し
て
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
荒
川
さ
ん
が
思
想
と
い
う
も
の
を
社
会
的
基

盤
お
よ
び
社
会
的
機
能
と
い
う
形
で
知
識
社
会
学
的
観
点
か
ら
思
想
史
を

把
掻
す
る
と
い
う
視
点
で
、
北
一
輝
を
疎
外
・
知
識
官
僚
を
社
会
的
基
盤
と

し
た
社
会
主
義
と
規
定
し
た
の
は
ブ
私
に
と
っ
て
も
一
つ
の
非
常
に
示
唆

の
多
い
考
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
知
識
官

僚
を
テ
タ
ノ
タ
ラ
シ
ー
と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
テ
ク
ノ
タ
ラ
シ
!
と

社
会
の
問
題
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
と
テF
ノ
ク
ラ
シ
1
の
問
題
、
一
般

的
に
社
会
主
義
と
知
識
人
の
問
題
は
、
ま
す
ま
す
重
要
な
問
題
、
多
く
の

論
点
を
含
ん
だ
ま
だ
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

よ
う
な
点
を
考
え
る
上
で
も
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
次
の
点
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で

た
ん
に
官
僚
制
、
な
い
し
は
官
僚
と
い
う
よ
う
に
使
わ
ず
に
、
特
別
に
知

識
官
僚
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
た
の
は
、
多
分
、
現
在
ピ
ュ

l

ロ
タ
ラ
シ

ー
に
対
し
て
テ
ク
ノ
タ
ラ
シ
!
と
い
う
言
葉
が
よ
〈
使
わ
れ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
ニ
ュ
ア
γ

ス
を
含
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
私
の
勝
手
な
推
測
で
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す
が
、
考
え
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
の
社
会
に
お
い
て
、
知
識
官
僚

層
が
明
治
三
0
年
代
に
出
現
し
た
、
も
し
く
は
雌
立
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
内
容
が
私
に
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
知
識
官
僚
と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
の
荒
川
さ
ん
と
私
の
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
の
辺
を
も
う
少
し
展
開
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、

報
告
の
中
で
お
っ
し
干
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
官
僚
制
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ

l

的
官
僚
制
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ウ
ェ
l

パ
l

が
分
析
し
た
官
僚
制

の
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
的
な
発
肢
を
示
し
た
も
の
と
思
う
の
で
、
日
本
に
お

い
て
そ
れ
に
類
似
し
た
体
制
が
明
治
三

0
年
代
に
し
だ
い
に
確
立
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
も
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
が
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
官
僚
層
と
し
て
知
識
官
僚
層
が
生

ま
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
荒
川
氏
を
隣
に
お
い
て
こ
う
言
う

の
は
借
越
で
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
一
九
三
0
年
代
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
官
僚
層
と
し
て
の

知
識
官
僚
層
を
基
盤
に
し
た
、
運
動
な
り
、
思
想
な
り
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
一
九
三
0
年
代
に
こ
そ
む
し
ろ
主
要
な
論
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
先
程
述
べ
た
知
識
官
僚
層
と
い
う
言
葉
で
荒
川
氏
が
何
を
意
味

し
て
お
ら
れ
る
か
を
伺
え
ば
、
は
っ
き
り
す
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
第
二

に
、
後
進
国
型
の
社
会
主
義
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
お
っ
し

干
る
通
り
で
あ
る
と
思
う
し
、
レ
ジ
ュ
メ
に
「
社
会
主
義
思
想
に
お
け
る

日
本
、
西
洋
、
ア
ジ
ア
」
と
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
意
図
と
も
関

連
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
後
進
国
製
の
社
会
主
義
を
把
え
る
さ
い
に
、

西
洋
と
日
本
、
西
洋
と
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
四
洋
と
東
洋
と
い
う
よ
う
な
対

比
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
御
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
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の
点
で
は
私
は
御
報
告
の
趣
旨
に
全
く
賛
成
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
そ
の

場
合
に
後
進
国
型
と
言
っ
て
も
ど
の
よ
う
な
後
進
国
型
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
り
ま
す
。
私
が
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
西
洋
と
東
洋
、

持
て
る
固
と
持
た
ざ
る
園
、
あ
る
い
は
物
質
的
な
西
洋
文
明
と
精
神
的
な

東
洋
文
化
と
い
う
よ
う
な
対
比
が
、
戦
前
し
き
り
に
行
な
わ
れ
て
、
日
本

と
ア
ジ
ア
は
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
体
と
な
っ
て
西
洋
列
強
に
対
抗
し

て
い
く
、
そ
の
支
配
を
打
ち
破
っ
て
い
く
と
い
う
、
か
な
り
一
般
化
さ
れ

た
図
式
が
あ
り
ま
し
た
。
確
か
に
北
一
輝
を
始
め
と
し
て
超
国
家
主
義
、

国
家
社
会
主
義
を
唱
え
た
一
群
の
人
た
ち
は
、
西
洋
と
東
洋
、
西
洋
と
日

本
と
い
う
対
比
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
場
合
、
西
洋
と
い
う
こ
と
で
何
が

考
え
ら
れ
て
い
た
か
と
言
う
と
、
こ
れ
は
よ
〈
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
、
西
洋
を
批
判
し
、
そ
し
て
東
洋
と
一
体
と
な
ろ
う
と
い
う
動
き
の

線
源
に
は
、
西
洋
化
さ
れ
近
代
化
さ
れ
た
日
本
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
ま

し
た
。
日
本
は
国
家
権
力
の
手
に
よ
っ
て
資
本
主
義
化
し
た
、
そ
し
て
資

本
主
義
化
し
た
結
果
と
し
て
現
わ
れ
た
現
実
そ
の
も
の
が
、
当
時
の
超
国

家
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
は
西
洋
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
と

っ
て
、
日
本
の
現
実
は
ま
さ
に
西
洋
そ
の
も
の
と
し
て
、
否
定
す
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
P

都
市
と
農
村
の
対
比
に
お
い
て
、
都
市
が
西
洋
的
な
も

の
で
あ
り
、
農
村
は
東
洋
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
都
市

化
し
た
日
本
を
批
判
し
て
曲
民
本
主
義
が
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た

と
い
う
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
、
否
定

す
べ
き
対
象
と
し
て
の
西
洋
、
日
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
位
さ
れ
て
西
洋

列
強
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
東
洋
と
い
う
図
式
が
あ
り
ま
す
。
北
一
輝
が

な
ぜ
中
国
革
命
に
参
加
し
た
か
、
な
ぜ
多
く
の
そ
の
よ
う
な
人Aが
中
園
、
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ア
ジ
ア
に
憧
れ
た
か
と
い
う
動
機
づ
け
の
一
端
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
荒
川
氏
も
御
承
知
の
通
り
で

あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
次
の
間
題
と
し
て
出
て
く
る
の
は
日
本
と
ア
ジ
ア
、

日
本
と
中
国
の
闘
係
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
聞
係
は
、
二
O
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
の
思
想
を
考
え
て
い
っ
た
場
合
、
具
体
的
な
政
治
と
か
社
会
の
変
化

と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
民
主

主
義
と
い
う
対
抗
軸
で
も
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
大
き
な
も
の
は
、

抑
圧
国
と
被
抑
圧
園
、
あ
る
い
は
帝
国
主
義
と
民
族
解
放
闘
争
、
あ
る
い

は
帝
国
主
義
と
民
族
主
義
と
い
う
対
抗
軌
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
、
西

洋
と
東
洋
と
い
う
形
で
対
比
し
た
北
一
山
仰
を
始
め
と
す
る
超
国
家
主
義
者

た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
帝
国
主
義
認
識
を
持
ち
、
あ
る
い
は
民
族
に
対
す

る
認
識
を
持
ち
、
民
衆
と
い
う
も
の
に
対
す
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
と

い
う
と
、
そ
こ
に
非
常
に
大
き
な
欠
落
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
は
四

洋
か
ら
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
に
対
し
て
は
抑
圧
し
て
い
る
と

い
う
抑
圧
と
被
抑
圧
の
二
重
構
造
の
よ
う
な
も
の
に
関
す
る
認
識
が
、
北

一
回
仰
を
始
め
と
す
る
超
国
家
主
義
者
た
ち
に
全
く
欠
浴
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
彼
ら
の
な
か
で
は
、
帝
国
主
義
と
民
族
主
義
や
民
衆
意
識
の
よ

う
な
も
の
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
。
西
洋
型
の
帝
国
主
義

に
は
反
対
す
る
が
、
そ
し
て
、
明
治
ま
で
の
日
本
の
帝
国
主
義
に
は
反
対

す
る
が
、
国
家
改
造
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
を
解
放
し
、
最
終
的
に
は
革
命
的

世
界
帝
国
を
勺
く
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
国
家
主
義
が
拡
大
し
て
い
く
。

閣
内
的
に
は
国
家
の
一
分
子
と
し
て
国
民
を
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
要

す
る
に
、
中
国
の
革
命
に
期
待
す
る
と
言
っ
て
も
、
あ
る
い
は
西
洋
に
反

対
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
時
の
西
洋
に
つ
い
て
の
認
識
、
ア
ジ
ア
や
中

国
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
非
常
に
一
面
的
で
、
日
本
の
現
状
に
対
す
る
反

発
を
パ
ネ
と
し
た
、
き
わ
め
て
情
緒
的
な
認
識
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
第
三
の
問
題
は
、
社
会
主
義
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

あ
り
ま
す
。
北
一
郎
の
社
会
主
義
論
な
い
し
は
国
体
論
に
つ
い
て
は
荒
川

さ
ん
よ
り
簡
潔
な
ま
と
ま
っ
た
御
紹
介
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
繰
り
返

し
ま
せ
ん
が
、
北
一
輝
の
思
想
は
一
体
社
会
主
義
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
を
や
は
り
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
の
時

点
で
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
者
た
ち
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
聞
く
場
合
に
、
こ
れ
は
社
会
主
義
で
あ
る
と
か
こ
れ
は
社
会
主
義

で
は
な
い
と
か
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
主
義
と

は
何
で
あ
る
か
を
真
剣
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
北
一
郎
が

自
分
で
社
会
主
義
だ
と
言
っ
て
い
る
か
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

方
も
成
り
立
ち
ま
す
が
、
私
自
身
、
社
会
主
義
の
一
番
の
ポ
イγ
ト
は
何

か
を
定
義
し
ろ
と
言
わ
れ
た
ら
困
る
の
で
す
が
、
戦
前
の
日
本
の
思
怨
の

特
徴
と
し
て
、
戦
後
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
家
と
社
会
の
論
理
、

国
家
と
個
人
の
論
理
が
、
決
定
的
に
弱
か
っ
た
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い

ま
す
。
北
一
輝
に
お
い
て
も
、
一
番
特
徴
的
な
の
は
、
国
家
と
社
会
と
い

う
区
別
が
全
く
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
国
家
が
絶
対
的
主
権
者
と
し

て
現
わ
れ
て
き
ま
す
。
天
皇
制
は
確
か
に
否
定
さ
れ
て
、
再
解
釈
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
代
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
が
国
家
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
先
ほ
ど
御
報
告
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
通
り
に
、
北
一
輝
に
よ
れ
ば
、

国
家
に
主
権
が
あ
る
か
ら
社
会
主
義
で
、
国
民
に
政
権
が
あ
る
か
ら
民
主

主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
合
わ
せ
て
社
会
民
主
主
義
と

か
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
少
く
と
も
社
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
国
家
か
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ら
自
立
性
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
社
会
主
義

と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
私
に
は
残
り
ま
す
。

私
自
身
に
と
っ
て
北
一
郎
は
ト
ー
タ
ル
に
見
る
と
非
常
に
興
味
あ
る
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
し
、
い
つ
か
本
格
的
に
北
一
部
と
格
闘
し
て
み
た
い

と
い
う
気
持
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
十
分
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
の

で
、
今
述
べ
た
点
が
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
見
て
み
る

と
、
先
程
、
荒
川
さ
ん
が
御
報
告
の
中
で
北
一
輝
の
社
会
主
義
の
原
点
、

出
発
点
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
貧
民
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
そ
の
場

合
の
北
一
輝
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
解
釈
に
つ
い
て
も
私
は
疑
問
を
も
た
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
私
の
そ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
荒
川
さ
ん
か
ら
御
教

示
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

城
塚
そ
れ
で
は
荒
川
さ
ん
か
ら
ご
く
簡
単
に
お
願
い
し
ま
す
。

荒
川
知
識
階
級
、
知
識
官
僚
と
い
う
あ
い
ま
い
な
言
葉
使
い
を
し
て
・

申
し
訳
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
後
進
国
に
お
け
る
近
代
化
と
い
う
問
題
を

考
え
る
場
合
に
、
こ
れ
を
階
級
的
な
観
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、
い

ろ
い
ろ
な
無
理
が
出
て
く
る
と
い
う
感
じ
が
前
か
ら
し
て
い
ま
し
た
。
突

は
フ
リ
ッ
ツ
・
リ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
人
が
書
い
た
も
の
か
ら
大
き
な
示
唆

を
得
た
の
で
す
が
、
後
進
国
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
が

成
功
し
、
階
級
的
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
自
ら
を
普
通
的
階
級
と
考
え
て
政

治
的
主
導
権
を
握
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
し
て
、
何
ら
か
の
か
た
ち

で
の
外
圧
の
た
だ
な
か
で
近
代
化
を
上
か
ら
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
場
合
の
担
い
手
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
後
進
国
で

あ
る
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
リ
ン
ジ
ャ
ー
が
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
十
分
に
発
開
店
し
て
い
な
い
、
他
方
ま
た
、
旧
来
の
土
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地
所
有
者
、
土
地
貴
族
の
力
が
だ
ん
だ
ん
袋
え
て
い
く
、
そ
の
間
隙
に
、

出
身
の
階
級
の
如
何
を
問
わ
ず
教
育
を
資
本
と
し
て
社
会
的
統
治
層
を
形

成
し
た
階
層
が
登
場
し
た
。
こ
の
統
治
層
が
形
成
さ
れ
る
さ
い
、
教
育
を

受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
資
格
で
特
権
を
獲
得
す
る
道
と
な
っ
た
の
は

官
僚
制
で
あ
る
。
官
僚
制
は
、
ウ
ェ

l

パ
|
の
分
析
等
々
を
ま
つ
ま
で
も

な
く
、
一
定
の
資
格
能
力
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
ポ
ジ
シ
ョ
γ

を
持
っ
て

い
る
が
、
こ
の
場
合
、
官
僚
制
を
狭
〈
行
政
官
僚
制
だ
け
に
限
定
し
て
考

え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
一
つ
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
官
僚
制
と
い

う
機
構
に
一
定
の
資
格
能
力
に
よ
っ
て
位
鐙
を
占
め
る
者
や
専
門
職
で
あ

る
医
師
や
法
律
家
、
あ
る
い
は
教
師
等
々
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
全
部
含

め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の
士
大
夫
と
い
う
階
級
と

あ
る
意
味
で
は
似
た
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
知
識
を
資
本
に
し
て
社

会
的
な
主
導
権
を
得
る
よ
う
な
階
層
を
、
知
識
官
僚
と
い
う
言
葉
で
呼
ん

で
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
知
識
官

僚
を
考
え
て
み
る
と
、
日
本
の
近
代
化
の
場
合
も
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
が
主
導
権
を
湿
る
の
で
は
な
く
、
封
建
下
層
武
士
を
中
心
に
し
て
、

近
代
的
な
官
僚
的
役
割
を
果
し
な
が
ら
、
天
皇
を
一
つ
の
カ
リ
ス
マ
的
象

徴
と
し
て
か
つ
ぎ
、
近
代
化
を
遂
行
す
る
と
い
与
か
た
ち
で
明
治
維
新
の

変
革
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
比
較
的
早
く
日
本
で
も
高
等
教
育
制
度
が

整
備
さ
れ
、
人
々
は
出
身
の
階
層
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
通
過
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
官
界
に
、
特
に
明
治
三
0
年
代
、
日
露
戦
争
以
降
は
経
済

界
に
も
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
た
。
日
本
の
大
学
の
場
合
で
も
、
帝
国

大
学
や
高
等
教
育
機
闘
を
経
た
者
が
中
核
と
な
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
が
だ
ん
だ
ん
発
展
し
て
行
く
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
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カ
が
強
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
が
官
僚
の
主
導
権
と
競
合
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
政
党
政
治
と
い
う
要
求
に

な
っ
た
。
明
治
期
に
限
っ
て
み
る
と
、
大
体
明
治
三

0
年
代
以
降
、
新
し

く
高
等
教
育
機
関
を
出
た
も
の
が
だ
ん
だ
ん
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。
日
露
戦
争
を
と
っ
て
み
て
も
、
例
え
ば
連
合
艦
隊
の
品
集
以
下
は
、

ほ
と
ん
ど
明
治
以
降
、
兵
学
校
を
出
た
士
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
長
州
閥
、
薩
摩
閥
が
長
く
陸
軍
海
軍
を
支
配
し
て
い
て
、
第
一

次
大
戦
以
降
、
有
名
な
話
し
で
あ
る
が
長
州
閥
を
追
い
出
し
、
新
し
い
国

軍
を
建
設
す
る
と
い
う
動
き
が
陸
軍
内
部
に
も
起
っ
て
き
た
。
明
治
三
0

年
代
の
末
に
な
っ
て
く
る
と
、
こ
の
よ
う
に
知
識
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
と
え
農
民
の
出
身
で
あ
ろ
う
と
人
々
、
が
国
家
の
統
治
周
に
入
り
、
そ
し

て
、
そ
の
層
が
藩
閥
官
僚
を
し
だ
い
に
制
圧
し
・
て
新
し
い
近
代
化
の
担
い

手
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
勤
き
が
見
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
落
閥
官
僚

自
体
も
、
明
治
の
変
革
期
に
お
い
て
彼
ら
が
機
力
を
得
た
の
は
、
直
接
知

識
に
よ
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
彼
ら
の
財
力
、
彼
ら
の
世
襲
の
権
利

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
明
治
国
家
の
官
僚
制
度
の
確
立
の
過

程
で
そ
れ
な
り
の
力
を
持
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
知
識
官
僚
的
な
存
在
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
乱
暴
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
中
に
士
族
周
が
多
か
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
士
族
居
が
幕
務

体
制
の
封
建
制
の
も
と
で
は
知
識
層
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
知
識

官
俄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
二
つ
に
分
か
れ
て
、
一
方

は
藩
閥
政
府
を
構
成
し
、
他
方
で
は
自
由
民
権
と
い
う
運
動
の
中
で
、
別

の
国
家
を
つ
く
る
道
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

自
由
民
権
の
流
れ
は
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
に
分

か
れ
て
い
っ
た
。
一
方
の
自
由
党
は
征
韓
論
以
降
、
い
ろ
い
ろ
と
弾
圧
さ

れ
る
が
、
他
方
、
大
阪
の
改
進
党
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
藩
閥
政
府
と
協

調
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
経
過
で
、
福
沢
が
国
権
派
に
晩
年
は
転
換
す

る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
、
大
正
十
年
の
文
章
で
あ
る
が
、

大
山
郁
夫
が
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
自
由
党
系
は
無
知
蒙
昧
で
、

乱
暴
な
奴
が
集
ま
っ
て
い
る
し
、
改
進
党
系
は
知
識
も
あ
り
比
較
的
紳
士

的
な
奴
が
集
ま
っ
て
い
て
、
相
互
に
軽
蔑
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
パ
タ
l
γ
は
今
日
な
お
左
翼
の
中
に
あ
る
パ
タ
ー
ン
と
も
言
え

ま
す
が
、
改
進
党
系
に
集
ま
っ
た
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
知
識
官
僚

層
の
中
で
の
体
制
派
の
方
で
あ
り
、
自
由
党
系
の
者
は
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
知
識
官
僚
層
の
疎
外
派
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
無
知

蒙
昧
で
乱
暴
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
は
高
等
教
育
を
受
け
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
全
体
と
し
て
見
る
と
民
衆
に
対
し
て

や
は
り
特
権
的
な
政
治
へ
の
関
与
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
人
た
ち
で

あ
り
ま
す
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
北
一
陣
の
場
合
に
端
的
に
現
わ
れ
る
が
、

北
一
部
も
ま
た
、
ゆ
く
ゆ
く
は
高
等
教
育
を
受
け
る
べ
く
し
て
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。
彼
の
弟
は
早
稲
田
大
学
を
出
て
ド
イ
ツ
に

留
学
し
て
哲
学
者
と
し
て
体
制
内
で
出
世
し
た
が
、
彼
も
ま
た
胸
の
病
気

に
か
か
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
道
を
と
り
え
た
人
物
で
あ
っ

た
が
、
御
承
知
の
よ
う
に
そ
う
し
た
道
を
進
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼

は
基
本
的
に
は
自
由
民
権
の
流
れ
を
汲
む
知
識
官
僚
的
な
立
場
で
あ
っ
た

と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
彼
の
著
作
を
読
む
と
、
国
家
を
考
え
る
場
合
に

も
、
国
家
は
天
皇
と
人
民
の
二
つ
の
要
素
の
不
可
分
な
結
合
で
あ
る
と
基

本
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
自
由
で
あ
る
ベ
昔
、
民
衆
は
、
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労
働
者
階
級
と
い
う
言
葉
を
使
つ
て
は
い
る
が
、
彼
自
身
の
中
で
は
決
し

て
い
わ
ゆ
る
労
働
者
階
級
と
し
て
実
感
さ
れ
て
い
た
の
で
も
な
く
、
ま
た

み
ず
か
ら
が
そ
の
階
級
に
属
す
る
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
民
衆
は
本

来
、
明
治
維
新
に
お
い
て
実
視
さ
れ
た
は
ず
の
市
民
平
等
の
も
と
で
、
本

当
は
自
由
で
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
明
治
の
三
O
数
年
の
建
設
の

中
で
経
済
貴
族
が
現
わ
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
想
で
あ
る
自
由
、
つ

ま
り
、
民
主
制
、
民
主
国
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
状
態
を
歪
め
て
し
ま

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
貴
族
を
打
倒
し
て
、
民
の
自
由
を
回
復
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
主
張
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
階
級
と
い
う
観
念
に
と
ら

え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
市
民
平
等
の
は
ず
の
国
民
一
般
の
よ
う
な
も

の
、
つ
ま
り
民
衆
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
の
革
命
儲
想
を
考
え
て
み
て
も
、
後

の
国
家
改
造
法
案
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
権
利
を
も
た
な
い
国
民
の

総
意
を
集
め
る
。
そ
し
て
天
皇
の
大
号
令
を
発
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
し
、

明
治
憲
法
を
停
止
し
て
、
彼
の
考
え
る
よ
う
な
政
策
を
実
現
す
る
。
そ
の

中
に
は
も
ち
ろ
ん
社
会
主
義
的
と
言
え
る
政
策
も
沢
山
並
ん
で
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
い
か
に
し
て
国
民
の
総
意
を
結
集
す
る

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
全
〈
触
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
の
場

合
に
は
依
拠
す
べ
き
階
級
を
明
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
し
、
ま
た
と
ら
え

う
る
よ
う
な
現
実
も
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
彼
は
絶
え
ず
、
国

民
一
般
、
自
由
の
氏
、
労
働
者
階
級
と
言
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば

統
治
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
後
進
国
型
の
社
会
主
義
と
い
う
場
合
の
日
本
と
中
国
の

関
係
は
、
日
本
が
民
主
化
し
て
、
そ
の
民
主
化
し
た
日
本
の
よ
う
に
中
国
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も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
り
、
中
国
革
命
、
辛
亥
革
命

の
中
で
彼
が
え
た
結
論
は
、
東
洋
の
国
々
が
独
立
し
た
自
由
の
国
に
な
り

う
る
た
め
に
何
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

の
世
界
制
樹
の
体
制
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
〈
同
盟
を
廃
楽
し

て
、
中
国
革
命
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
裳
世
凱

の
よ
う
な
民
衆
の
上
に
立
つ
専
制
君
主
で
も
な
く
、
孫
文
の
よ
う
な
ア
メ

リ
カ
式
の
大
統
領
と
い
う
社
会
契
約
的
な
個
人
主
義
の
立
場
に
立
つ
共
和

制
で
は
な
く
、
彼
の
言
う
国
家
、
つ
ま
り
人
格
と
し
て
実
在
す
る
よ
う
な

国
家
に
基
づ
く
体
制
を
実
現
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
彼
が

考
え
る
社
会
主
義
革
命
の
実
現
を
期
待
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
拡
大
す
る
た
め
の
世
界
革
命
を
世
界
連
邦
と
い
う
か
た
ち
で
主
張
し
、

日
本
は
そ
の
主
導
権
を
に
ぎ
る
と
い
う
構
想
を
示
し
て
い
ま
す
。
彼
が
革

命
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
、
日
本
と
中
国
と
朝
鮮
を
一
体
と
し
た
社

会
主
義
と
い
う
構
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
社
会
主
義
の
問
題
で
、
国
家
と
社
会
の
区
別
が
な
い
と
い
う
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
北
一
輝
が
、
マ
ル
ク
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
社
会
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
国
家
と
い
う
も
の
を
知
ら
な

か
っ
た
と
言
っ
て
、
マ
ル
タ
ス
の
社
会
主
義
は
国
家
を
無
視
し
た
社
会
の

社
会
主
義
で
あ
り
、
自
分
の
は
国
家
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家

を
は
っ
き
り
確
立
し
な
い
社
会
主
義
は
社
会
主
義
に
非
ず
と
い
う
議
論
を

し
て
い
ま
す
。
そ
の
点
は
一
応
意
識
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
ま
す
が
、
結
局
、

北
の
場
合
、
国
家
と
社
会
と
の
区
別
が
殴
昧
な
の
は
、
御
質
問
の
通
り
だ

と
思
い
ま
す
。

城
塚
そ
れ
で
は
次
に
古
田
光
さ
ん
の
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
、

. 
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東
京
外
国
語
大
学
の
山
之
内
靖
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
。

山
之
内
私
の
河
上
筆
へ
の
凶
心
の
角
度
は
、
古
閉
さ
ん
と
か
な
り
質

の
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
日
頃
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
い
た
り
し

て
い
る
が
、
す
れ
違
い
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
言
で

言
え
ば
古
悶
さ
ん
が
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
何
度
も
お
断
り
に
な
っ
た

よ
う
に
、
そ
こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
私
は
ど
ち

ら
か
と
言
う
と
社
会
科
学
の
方
法
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
河
上
に
興
味
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
、
す
れ
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
コ
メ
ン
ト

と
か
質
問
が
出
し
に
く
く
て
図
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
大
き
く
ま
と
め
て

次
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
最
初
に
御
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一

つ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
の
可
能
性
と
い
う
問
題
を

一
つ
の
テ
l
マ
と
し
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
と
思
う
の
で
、
そ
れ
が
一
体

マ
ル
ク
久
の
思
想
そ
の
も
の
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し

て
い
る
か
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
晩
年
、
あ
る

い
は
中
期
に
唯
物
史
観
に
関
す
る
考
え
を
進
め
る
さ
い
に
、
河
上
が
フ
ォ

イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
御
紹
介
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
河
上
の
思
想
の
展
開
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
て
い
た
か
、
河
上
は
マ
ル

F
λ

主
義
の
方
法
や
思
惣
の
な
か
に
お

け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
位
低
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
二
点
と
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
、
一
応
私
な
り
に
マ
ル
F

ス
に
お

け
る
宗
教
社
会
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
と
い
う
一
つ
未
熟
な
試
論
を
お
話
し
し
た
い
。
そ
し
て
向
上
の
マ

ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
お
話
し
し

て
、
古
田
さ
ん
の
御
意
見
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
日

本
に
お
け
る
河
上
研
究
は
、
最
近
に
な
っ
て
い
わ
ば
初
期
河
上
と
い
っ
て

も
よ
い
よ
う
な
問
題
関
心
を
深
め
て
き
て
い
る
と
恩
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ

は
あ
る
意
味
で
は
片
寄
っ
た
見
方
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
田
さ
ん

の
仕
事
が
一
九
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
河
上
の
全
人
裕
、
全

生
涯
を
対
象
と
し
た
よ
う
な
研
究
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
内
田

義
彦
さ
ん
、
杉
原
四
郎
さ
ん
、
そ
し
て
私
も
そ
の
一
部
を
担
当
し
ま
し
た

が
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
初
期
河
上
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
初
期
河
上
と
い
う
の
は
、
や
や
強
引
に
対
比
し
て
み
る
と
、

『
経
済
哲
学
草
稿
』
を
中
心
と
す
る
初
期
マ
ル
ク
ス
と
い
う
問
題
と
重
っ

て
く
る
函
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
初
期
マ
ル
ク

λ
に
つ

い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
視
角
も
非
情
に
多
様
で
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
の
視

角
と
し
て
あ
げ
る
な
ら
ば
、
『
経
哲
草
稿
』
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
現
代

的
な
レ
ベ
ル
か
ら
現
代
社
会
に
お
け
る
疎
外
現
象
の
解
明
と
い
う
関
心
に

も
と
づ
い
て
接
近
す
る
と
い
う
視
点
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
そ
れ
と

は
呉
な
り
、
市
民
社
会
認
識
の
成
立
と
い
う
点
に
即
し
て
『
経
哲
草
稿
』

を
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
視
角
を
と
り
た
い
。
そ
の
場
合
、
『
経
営
草
稿
』

は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
中
心
と
す
る
第
一
草
稿
と
、
そ
れ
以
後
の
第
二
、

第
三
草
稿
と
の
聞
に
、
視
点
の
変
化
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
例
え

ば
戸
l
ゼ
γ

ベ
ル
タ
は
「
初
期
マ
ル
ク
ス
経
済
学
説
の
形
成
」
と
い
う
経
済

学
説
史
の
ν

ベ
ル
か
ら
、
既
に
経
済
学
ノ
l
ト
の
執
筆
過
程
で
マ
ル
ク
λ

の
古
典
派
経
済
学
に
対
す
る
認
識
が
変
っ
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

し
か
し
経
済
学
的
認
識
の
変
化
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
見
て
い
っ
た
の
で

は
、
必
ず
し
も
十
分
に
『
経
哲
草
稿
』
の
第
一
草
稿
と
第
二
、
第
一
一
一
草
稿
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の
聞
の
変
化
を
と
ら
え
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
『
経
哲
草
稿
』
の
中
の
ア
ポ
リ
ァ
、
ジ
レ
ン
マ
と
い
わ
れ
て
い
る
問

題
と
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
私
の
凶
心
か
ら
す
る
と
第
三
草
稿
の
冒
頭

に
出
て
く
る
「
私
的
所
有
と
労
働
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
久
は
ル

タ
ー
が
来
し
た
宗
教
改
革
的
認
識
と
ア
〆
ム
・
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
に

お
い
て
来
し
た
経
済
学
の
革
新
と
い
う
問
題
と
を
つ
な
げ
な
が
ら
、
私
の

理
解
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
先
程
の
古
回
さ
ん
の
御
紹
介
に
よ
れ
ば
エ

ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
堕
落
し
た
よ
う
な
、
精
神
の
額
落
態
と
し

て
の
市
民
社
会
と
い
う
市
民
社
会
の
認
識
か
ら
脱
却
し
て
、
始
め
て
市
民

社
会
を
、
一
定
の
歴
史
的
構
成
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
、

そ
の
歴
史
的
構
成
の
中
に
宗
教
改
革
を
経
て
つ
く
り
出
さ
れ
て
く
る
よ
う

な
新
し
い
倫
理
の
構
造
を
ふ
ま
え
た
社
会
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
の
よ
う

に
疎
外
論
が
そ
こ
で
大
き
く
構
造
転
換
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
河
上
の
場
合
を
と
っ
て
考
え
て
み
て
も
、
古
田
さ
ん
が
指
摘
し
ま
し

た
が
、
河
上
は
日
本
に
伝
来
す
る
よ
う
な
儒
教
の
思
惟
構
造
と
、
特
に
内

村
鑑
三
を
経
由
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
・
思
惟
構
造
を
若
い
時
に
知
り
、

大
変
な
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
の
問
題
を
媒
介
と
し
て
、
し

か
も
そ
れ
が
一
つ
の
パ
ネ
と
な
っ
て
後
の
彼
の
経
済
学
へ
の
研
究
が
進
め

ら
れ
た
。
特
に
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
』
が
そ
の
一
つ
の
頂
点

に
な
る
と
思
う
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
資
本
主
義
経
済
学
説
の
理
解
を
、

ま
ず
個
人
主
義
経
済
学
を
設
定
し
て
、
個
人
責
任
に
基
づ
く
、
つ
ま
り
個

人
の
生
活
の
あ
り
方
、
生
涯
は
自
分
が
責
任
を
持
つ
も
の
で
、
家
族
と
か

共
同
体
が
世
話
を
見
た
り
、
そ
れ
に
帰
属
す
る
形
で
処
理
さ
れ
て
い
く
も

の
で
は
な
く
、
諸
個
人
が
自
分
の
生
涯
な
り
活
動
に
す
べ
て
の
責
任
を
持
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つ
と
い
う
、
新
し
い
倫
理
に
支
え
ら
れ
た
主
体
の
形
成
を
ふ
ま
え
、
そ
の

展
開
と
し
て
資
本
主
義
の
経
済
学
が
出
て
く
る
と
い
う
認
識
を
と
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
個
人
主
義
倫
理
の
形
成
は
ロ
ッ
ク
に
始
ま

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ス
ミ
ス
へ
と
発
展
す
る
の
で
す
が
、
産
業
革
命
を

経
過
し
て
、
危
機
に
陥
る
。
そ
こ
で
、
ゴ
l

ド
ウ
ィ

γ

や
マ
ル
ク
ス
を
通

し
て
ラ
ス
キ
に
至
る
と
い
う
と
ら
え
方
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
河
上
の
思
想
の
展
開
過
程
を
考
え
て
み
る
と
、
初

期
マ
ル
ク
ス
は
や
は
り
ド
イ
ツ
生
え
按
き
の
思
想
家
と
し
て
出
発
し
、
ヘ

ス
や
エ
γ

ゲ
ル
ス
の
影
響
を
濃
厚
に
受
け
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
社
会

を
利
己
主
義
に
よ
っ
て
頒
落
し
た
、
精
神
の
頒
落
態
と
し
て
見
て
い
る
。

し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
か
ら
一
度
脱
却
し
て
、
『
経
哲
草
稿
』
第
一
一
一

草
稿
の
レ
ベ
ル
で
、
始
め
て
市
民
社
会
に
内
在
し
な
が
ら
そ
の
可
能
性
を

つ
か
ん
だ
上
で
、
そ
の
可
能
性
の
延
長
上
に
市
民
社
会
を
批
判
す
る
と
い

う
論
理
構
造
に
変
っ
て
い
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
河
上
の
場
合
も
や
は
り

徹
底
的
に
西
欧
の
知
識
構
造
に
内
在
し
て
、
内
在
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、

西
欧
の
科
学
的
真
理
の
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
逢
着

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
河
上
が
持
っ
て
い
る
、

今
日
的
意
味
の
一
番
大
き
な
柱
は
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
る
が
、

西
欧
思
想
を
日
本
と
い
う
か
け
離
れ
た
地
点
で
も
っ
と
も
徹
底
し
て
追
体

験
し
た
社
会
科
学
者
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
追
体
験
を
経
過
す
る
こ
と
な
く
、
次
か
ら
次
へ
と
欧
米
に
生

ま
れ
て
き
た
新
し
い
思
想
の
衣
裳
を
身
に
つ
け
、
前
の
思
想
は
す
で
に
古

く
な
っ
た
と
投
げ
捨
て
る
よ
う
な
思
想
の
革
新
が
行
な
わ
れ
た
。
あ
る
い

は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
追
体
験
の
過
程
を
一
切
捨
象
し
た
ま
ま
、
い
き
な



28 

り
日
本
に
あ
る
土
俗
的
な
伝
統
、
土
着
の
思
想
に
可
能
性
を
見
い
出
そ
う

と
す
る
短
絡
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
短
絡

に
よ
っ
て
は
結
局
何
回
も
同
じ
思
想
の
情
況
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
限

界
を
越
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
最
後
に
一
つ
質
問
を
加
え
る
と

す
れ
ば
、
何
故
に
宗
教
と
い
う
問
題
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
、
ま
た
媒
介
し

た
時
に
初
め
て
、
本
絡
的
な
形
で
初
期
マ
ル
F

ス
に
せ
よ
、
河
上
に
せ
よ
、

西
洋
思
惣
の
追
体
験
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
を
自
己
の
内
部
で
蒋
構
築
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
私
は
考
え
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
を
、
ど
の
よ
う
に
御
考
え
で
あ
る

か
を
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
卒
い
で
す
。

城
塚
そ
れ
で
は
古
凶
さ
ん
か
ら
簡
単
に
お
話
し
く
だ
さ
い
。

古
田
簡
単
に
と
言
わ
れ
で
も
、
皆
難
し
い
問
題
で
一
口
に
は
言
え
な

い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
最
初
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
の

可
能
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
私
は
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
科
学
の
方
法
論
に
附
心
が
な
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
思
想
史
の
方

法
論
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
な
が
ら
、
科
学
と

哲
学
を
考
え
て
行
く
こ
と
が
私
の
関
心
で
あ
り
ま
す
。
哲
学
の
方
へ
引
き

ず
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
、
す
れ
違
い
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
あ
る
程
度
は
マ
ル
ク
ス
の
『
ド
イ
ツ

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
論
を
通

し
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
が
宗
教
批
判
を
や
っ
た
の

で
、
宗
教
の
問
題
は
そ
れ
で
終
り
で
、
後
は
社
会
批
判
で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
は
必
ず
し
も
マ
ル
ク
ス
は
考
え
て
い
な
い
。
人
間
の
雌
史
の
中
で
宗

教
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
で
あ
る
が

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
中
で
、
原
始
宗
教
の
段
階
で
は
自
然
と

人
間
の
関
係
の
方
が
大
き
な
比
重
を
も
つ
が
、
段
々
社
会
が
複
雑
に
な
っ

て
く
る
と
人
間
と
人
間
の
関
係
の
方
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
発
言

を
し
て
い
ま
す
。
私
は
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
、
も
し
マ
ル
タ
シ
ズ
ム
の
方

で
宗
教
社
会
学
が
成
立
す
る
と
す
る
と
、
ウ
ェ
l
パ
l
的
な
も
の
と
ど
の

よ
う
に
違
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ウ
ェ
l

バ
l
流
の
宗
教
社
会
学
的
観
点
は
、
哲
学
的
に
み
る
と
科
学
は
事
実
判
断

で
あ
り
、
側
値
判
断
の
究
極
の
主
体
は
そ
の
よ
う
な
科
学
を
超
え
た
も
の

で
、
主
観
的
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ヤ
ス
パ

l
λ

が
ウ
ェ
l

パ
ー
を
讃
め
た
よ
う
な
点
が
出
て
き
ま
す
。
私
は
河
上
が

拠
出
し
て
い
る
よ
う
な
宗
教
的
真
理
の
問
題
を
科
学
的
真
理
の
側
か
ら
か

な
り
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
し
、
河
上
は
そ
れ
を
や
ろ
う
と
し

て
挫
折
し
た
の
だ
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
ん
に
、

そ
れ
は
例
上
の
限
界
で
は
な
く
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
限
界
か
も
し

れ
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
河
上
が
宗
教
的
真
理
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち

で
述
べ
て
い
る
問
題
は
、
あ
る
い
は
社
会
科
学
の
方
法
で
は
解
け
な
い
問

題
、
つ
ま
り
教
育
と
か
実
存
の
よ
う
な
問
題
に
か
か
わ
る
問
題
か
も
し
れ

な
い
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
マ
ル

F

ス
主
義
の
留
学
と
し
て
は
そ
こ

の
所
は
気
に
な
る
点
で
あ
る
の
で
、
私
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
や
っ
て
い
る

し
、
山
之
内
さ
ん
は
経
験
科
学
の
立
場
で
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
真
理
の
問

題
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
重
点
を
泣
い
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
二
番

目
の
問
題
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
何
で
あ
る

か
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
簡
単
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
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河
上
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
個
体
に
お
け
る
人
聞
の
意
識
と
社
会
観
と

の
連
関
、
肉
体
と
社
会
と
の
連
関
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
く
場
合
に
、

当
時
は
初
期
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
段
階
で
す
か
ら
、

河
上
は
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
を
手
が
か
り
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ

し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
つ
な
が
り
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
を
河

上
は
理
解
し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
持
っ
て
い
る
意
味
が
現
在
の
マ
ル
ク
ス
主
義

の
中
で
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
ま
さ
に
問
題
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

城
塚
次
に
後
藤
延
子
さ
ん
か
ら
丸
山
昇
さ
ん
の
報
告
に
対
す
る
コ
メ

γ
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。

後
藤
丸
山
さ
ん
の
お
話
し
は
非
常
に
明
快
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
魯
迅

研
究
者
と
し
て
実
績
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
方
な
の
で
、
あ
ら
た
め
て
質
問

し
た
い
と
い
う
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
方

々
は
あ
ま
り
中
国
に
つ
い
て
御
存
知
な
い
方
が
多
い
と
思
う
の
で
、
魯
迅

と
社
会
主
義
と
い
う
と
特
殊
な
事
に
な
る
の
で
、
も
う
少
し
補
強
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
は
「
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
者
た

ち
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
者
た
ち
の
共
通
性
を
俊

し
出
し
、
そ
こ
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
る
と
い
う
討
論
を
ね
ら
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
今
ま
で
の
論
議
を
聞
い
て
い
て
果
し
て
本
当
に
共
通
性

が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
非
常
に
疑
問
を
抱
い
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
中
国
の
場
合
、
社
会
主
義
を
含
め
て
、
一
切
の
変
革
の
思

想
と
は
、
現
実
に
湾
ほ
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
国
を
ど
の
よ
う
に
し
て
放
う
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
、
そ
の
様
々
の
変
革
の
試
み
を
行
っ
て
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き
た
。
そ
れ
が
す
べ
て
つ
ぶ
れ
、
半
亥
革
命
で
う
ま
く
行
っ
た
と
思
っ
た

の
も
束
の
間
、
結
局
は
軍
閥
の
支
配
へ
と
流
れ
て
行
く
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
中
国
の
出
口
を
ど
こ
に
探
す
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
社
会
主
義
が
出
て

く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
背
践
で
は
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
選

ば
れ
た
道
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
程
、
李
大
剣
が
、
一
九
一
七
年
の

ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
人
類
の
階
光
は
現
わ
れ
た
、
将
来
の
地
球
は
赤
旗

の
翻
え
る
世
界
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
魯
迅
が
曙
光
は
あ
っ

て
も
、
一
政
を
も
た
げ
な
い
と
そ
の
昭
光
は
本
当
の
も
の
に
な
ら
な
い
と
言

っ
た
と
報
告
で
触
れ
ら
れ
た
が
、
ロ
シ
ア
革
命
が
中
国
の
人
々
に
非
常
に

好
感
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
新
し
く
生
れ
変
っ
た
ロ
シ
ア
が

中
国
と
の
間
の
不
平
等
条
約
を
解
消
し
、
中
国
を
は
じ
め
て
本
当
の
意
味

で
対
等
の
国
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
と
い
う
道
を
指
し
示
し
た
国
だ
っ
た

か
ら
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
革
命
の
道
が
中
国
の
行

く
最
後
の
ギ
リ
ギ
リ
の
道
で
あ
る
と
言
っ
た
と
き
、
魯
迅
の
場
合
も
李
の

場
合
も
共
通
す
る
と
思
う
が
、
ロ
シ
ア
革
命
の
道
が
自
然
必
然
で
あ
る
か

ら
待
機
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
受
け
止
め
方
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
中
国
の
ほ
と
ん
ど
の
人
び
と
は
進
化
論
の
洗
礼
か
ら
自
由
で
は
な
か

っ
た
が
、
卒
大
剣
の
進
化
論
の
受
け
止
め
方
に
よ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。
ち
ょ
う
ど
李
大
剣
と
、
同
じ
く
中
国
共
産
党
の
創
始
者
で
あ
っ

て
初
期
の
指
導
者
で
あ
っ
た
陳
独
秀
と
い
う
二
人
の
進
化
論
へ
の
対
応
の

仕
方
は
格
好
の
例
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
隙
独
秀
の
場
合
、
資
本
主
義
が

進
化
の
最
先
端
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
社
会
主
義
が
最
先
端
を
切
る

と
い
う
の
で
、
資
本
主
義
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
社
会
主
義
を
進
化
論
の
立

場
か
ら
受
け
入
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
陳
独
秀
の
場
合
は
先
程
の
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丸
山
さ
ん
の
言
葉
を
使
え
ば
進
化
論
イ
コ
ー
ル
階
級
論
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
李
大
剣
の
場
合
、
老
大
国
中
国
は
滅
亡
す
る
が
、
滅
亡

す
る
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
滅
亡
す
る
と
い
う

こ
と
は
生
ま
れ
変
る
と
い
う
こ
と
の
一
歩
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
し
い

中
国
を
つ
く
る
た
め
に
は
今
の
中
国
を
滅
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点

で
進
化
論
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
古
い
白
髪
の
中
華
を
滅
ぼ
し
て
、

清
新
中
華
を
つ
く
り
出
そ
う
と
い
う
方
向
で
進
化
論
を
受
け
止
め
て
い
た

の
で
す
。
ロ
シ
ア
革
命
を
き
っ
か
け
と
し
て
マ
ル

F

ス
主
義
の
学
習
を
李

大
剣
は
始
め
ま
す
。
李
は
一
九
一
九
年
の
五
月
と
秋
に
、
「
私
の
マ
ル
ク

ス
主
義
観
」
と
い
う
題
で
上
下
で
雑
誌
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際
、

河
上
肇
の
『
社
会
問
題
研
究
』
の
「
マ
ルF
λ

の
社
会
主
義
の
理
論
的
体

系
」
と
い
う
の
が
転
載
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
中
国
に
紹
介
し
ま
し
た
。

李
大
剣
の
場
合
は
、
ロ
シ
ア
革
命
が
世
界
の
必
然
の
道
で
あ
る
が
、
ド
イ

ツ
の
社
会
民
主
党
の
指
導
者
が
言
う
よ
う
に
そ
れ
を
黙
っ
て
待
っ
て
い
れ

ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
が
万
国
の
労
働
者
団
結
せ
よ
と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
時
代
を
地
上
に
出
現
さ
せ
る
た

め
に
努
力
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
真
髄
が
あ
る
と
い

う
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
一
九
二O年
に
中
国

で
は
社
会
主
義
が
運
動
と
し
て
現
実
的
な
カ
と
な
ろ
う
と
し
た
さ
い
に
、

社
会
主
務
論
争
、
そ
し
て
社
会
主
義
と
無
政
府
主
義
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
論
争
で
社
会
主
義
側
で
一
番
活
躍
し
た
の
は

隙
独
秀
で
す
。
社
会
主
義
論
争
の
主
題
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
ラ

ス
キ
の
影
響
を
受
け
た
人
が
、
中
国
を
救
う
唯
一
の
道
は
実
業
を
開
発
し

て
宮
を
増
や
す
こ
と
で
あ
り
、
社
会
主
義
を
め
ざ
す
よ
う
な
前
提
が
ま
だ 中

国
に
な
い
で
は
な
い
か
、
社
会
主
義
を
言
う
よ
り
も
先
に
実
業
を
開
発

す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
し
、
社
会
主
義
の
運
動
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
隙
独
秀
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
原
則
に
忠
実
に
従

っ
て
反
論
し
て
い
ま
す
。
ま
た
無
政
府
主
義
者
が
未
来
の
社
会
は
無
政
府

で
あ
っ
て
、
自
由
連
合
の
社
会
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
っ
て
論
争
を

い
ど
ん
だ
と
き
、
そ
れ
に
対
し
て
陳
独
秀
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
が
革
命

後
に
は
絶
対
必
要
で
あ
る
と
再
三
強
調
し
て
、
無
政
府
主
義
に
対
し
て
反

駁
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
論
争
が
無
駄
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
の
理
解
を
正
確
に
行
う
こ
と
に
一
生
懸
命
で

あ
っ
て
、
中
国
の
切
実
な
現
実
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
解
決
を
考
え
て

い
ま
せ
ん
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
何
ら
解
決
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
空
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
と
は
異
な
り
、
そ
の
よ
う
な
現
実
の
問
題
に
答
え
る
方
向
に
進
ん
で
い

っ
た
の
が
李
大
剣
で
あ
り
ま
す
。
李
大
剣
が
北
京
大
学
の
図
書
館
主
任
で

あ
っ
た
時
に
、
そ
の
助
手
を
し
て
い
た
の
が
毛
沢
東
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

意
味
で
は
丸
山
さ
ん
の
お
っ
し
干
る
よ
う
に
、
魯
迅
が
、
思
想
が
本
当
に

現
実
を
動
か
す
も
の
と
し
て
、
思
怨
を
思
想
と
し
て
な
ら
し
め
る
べ
く
現

実
と
き
り
結
べ
と
い
う
方
法
を
説
き
続
け
た
思
想
家
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

李
大
剣
や
毛
沢
東
に
連
ら
な
る
方
向
の
人
た
ち
は
、
思
想
を
思
想
と
し
て

な
ら
し
め
る
べ
く
現
実
と
き
り
結
び
、
現
実
と
の
対
決
の
中
で
理
論
を
つ

く
っ
て
い
っ
た
思
想
家
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
丸

山
さ
ん
が
、
魯
迅
は
、
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
あ
る
べ
き
未
来
像
を
未

来
に
つ
く
ら
な
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
そ
の
点
で
は
李
大
剣
に
し

ろ
毛
沢
東
に
し
ろ
同
じ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
言



アジアの社会主義者たち

う
と
、
中
国
人
は
モ
デ
ル
を
つ
く
る
の
が
好
き
で
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
は

沢
山
あ
る
の
で
、
特
に
古
代
か
ら
中
国
の
『
礼
記
』
の
な
か
に
は
、
大
道

と
い
う
一
つ
の
未
来
世
界
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
未
来

世
界
を
め
ぐ
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
議
論
を
戦
わ
し
、
そ
の
未
来
世
界
に
そ
の

人
な
り
の
様
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
託
す
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
に
行
な
わ
れ

て
き
た
の
で
す
か
ら
、
未
来
の
モ
デ
ル
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
中
国
の
人

び
と
は
む
し
ろ
得
意
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
モ
デ
ル
を

語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
常
に
そ
の
意
味
で
現
実
と
き
り
結
び
緊
張
を
強

い
ら
れ
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
た
と
い
う
意
味
で
、
魯
迅
の
方
向
は
李
大

剣
の
方
向
、
毛
沢
東
の
方
向
と
一
致
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
中
国
の

社
会
主
誌
を
言
う
場
合
に
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る

思
想
を
改
造
の
問
題
、
独
特
の
倫
理
主
義
、
精
神
主
義
的
態
度
の
問
題
、

そ
れ
か
ら
つ
ね
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
少
し
だ
け

私
の
考
え
を
述
べ
て
お
く
と
、
先
ほ
ど
も
丸
山
さ
ん
が
、
い
く
ら
深
遠
で

精
徹
な
理
論
を
展
開
し
て
も
、
そ
れ
が
全
然
現
実
と
き
り
結
ば
な
け
れ
ば

そ
れ
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
思
想
で
あ
る
と
い
う
点
を
魯
迅
が
非
常
に

強
調
B
L
Kと
お
っ
し
干
っ
た
が
、
魯
迅
の
言
業
の
持
つ
意
味
を
、
我
々
日

本
人
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
.
ス
ム
と
い
う
こ
と
で
簡
単
に
片
付
け
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
文
化
の
厚
み
を
、
何
か
一
つ
の
問
題
が
提
起
さ

れ
れ
ば
歴
史
が
蘇
っ
て
、
そ
の
歴
史
の
も
と
で
一
つ
の
言
葉
が
一
O
万
字
、

二
O
万
字
に
書
き
直
さ
れ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
お
し
干
べ
り
に
な
っ
て
行

く
と
い
っ
た
文
化
の
厚
み
を
背
景
に
し
な
け
れ
ば
魯
迅
の
言
葉
の
意
味
が

判
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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城
塚
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
の
コ
メ
ン
ト
は
、
む

し
ろ
補
足
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
丸
山
さ
ん
か

ら
お
話
し
い
た
だ
か
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
時
聞
が
大
変
切

迫
し
て
い
て
残
念
で
す
が
、
会
場
の
方
々
か
ら
簡
単
に
御
質
問
を
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

質
問
一
群
馬
大
学
の
高
橋
康
昌
で
す
。
荒
川
さ
ん
と
古
田
さ
ん
に
お

伺
い
し
た
い
。
最
初
に
荒
川
さ
ん
に
質
問
し
ま
す
。
先
ほ
ど
新
式
官
僚
の

成
立
と
い
う
こ
と
を
北
を
取
り
巻
く
問
題
と
し
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
三
0
年
代
の
新
式
官
僚
と
い
う
の
は
自
由
党
系
の
人
々
か
ら
出
て

く
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
明
治
二
六
年
に
文
官
任
用
令
が
改
正
さ
れ

る
が
、
十
年
代
か
ら
二
0
年
代
に
か
け
て
天
皇
制
国
家
の
官
僚
自
体
が
自

立
的
な
運
動
を
始
め
、
新
式
官
僚
を
生
み
出
し
て
い
く
と
考
え
た
方
が
よ

い
よ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
例
え
ば
原
の
例
を
取
り
上
げ
て
も
適
切
な
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
質
問
の
第
二
点
と
し
て
、
疎
外
官
僚
と
い
う
言
葉
を

お
使
い
に
な
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
先
程
馬
場
さ
ん
か
ら
も

御
指
・
捕
が
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
釈
然
と
し
な
い
と
言
う
か
、
官
僚
と
い
う

概
念
を
そ
こ
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
疑
問
、
が
残
り
ま
す
。

そ
し
て
仮
り
に
私
も
疎
外
官
僚
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
し
て
も
、
北
を
疎

外
官
僚
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
本
当
に
適
切
か
ど
う
か
疑
問
に
思
い
ま

す
。
後
進
国
の
社
会
主
義
思
想
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
や
は
り
民

権
左
派
か
ら
幸
徳
ま
で
含
め
、
そ
の
系
統
で
初
期
社
会
主
義
を
考
え
る
こ

と
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
し
、
適
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は

社
会
主
義
思
想
の
根
拠
は
、
国
家
と
社
会
の
分
縦
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い

は
国
家
と
個
人
の
分
離
と
か
、
先
ほ
ど
馬
場
さ
ん
が
お
っ
し
干
っ
た
が
、
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こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
権
力
と
も
っ
と
も
激
し
く
敵
対
し
つ

つ
、
階
級
関
係
を
内
部
認
識
と
し
て
抱
え
て
い
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
三0
年
代
四
0
年
代

の
社
会
主
義
協
会
、
あ
る
い
は
日
本
社
会
党
の
設
立
が
明
治
三
九
年
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
で
考
え
る
方
が
通
俗
的
で
あ
っ
て
も
適
切
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
お
考
え
を
聞
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
古
田
さ
ん
に
お
伺
い
し
た
い
が
、
エ
ト
ス
の
面
か

ら
河
上
を
見
て
い
く
場
合
に
、
先
ほ
ど
初
期
河
上
と
い
う
御
指
摘
が
山
之

内
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
が
、
河
上
は
大
正
五
年
に
大
阪
朝
日
新
聞
に
『
貧
乏

物
語
』
を
書
き
、
そ
れ
か
ら
八
年
に
は
『
社
会
問
題
研
究
』
を
創
刊
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
民
本
主
義
の
、
い
わ
ば
経
済
路
線
的
な
論
-
証
の
仕
事
を
、

河
上
は
ご
く
短
い
期
間
で
や
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と

し
て
の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
行
く
過
程
で
彼
の
エ
ト
久
を
、
つ
ま
り
キ
リ

ス
ト
教
や
儒
教
の
エ
ト
ス
を
変
え
て
い
く
。
産
業
革
命
が
自
に
見
え
る
か

た
ち
で
大
正
初
期
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
た
時
に
、
彼
自
身
の
思
想
、
つ

ま
り
エ
ト
ス
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
の
か
と
い
う
点
を
お
聞
き
し
た

か
っ
た
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
は
、
河
上
の
転
向
の
か
た
ち
と
い
う
の
は

社
会
主
義
か
ら
国
家
主
義
へ
と
い
っ
た
方
向
で
は
な
く
、
理
論
は
信
ず
る

が
実
践
か
ら
は
手
を
引
く
と
い
う
特
殊
な
か
た
ち
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、

そ
の
点
に
つ
い
て
も
エ
ト
ス
論
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

荒
川
第
一
点
に
つ
い
て
は
御
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も

う
少
し
実
態
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
整
理
し
な
が
ら
概
念
化
す
る
必
要
が
生

じ
て
お
り
、
御
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、

全
般
的
に
考
え
て
日
本
の
社
会
主
義
者
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
場
合

に
、
い
わ
ゆ
る
伊
識
官
僚
の
中
で
、
志
を
得
ず
体
制
に
入
っ
て
い
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
者
と
だ
け
と
ら
え
て
し
ま
う
の
は
問
題
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
北
の
場
合
を
と
っ
て
考
え
る
と
、
例
え
ば
『
辛
亥
革
命

外
史
』
の
場
合
に
、
そ
れ
が
誰
に
向
っ
て
書
か
れ
た
か
と
言
う
と
そ
れ
は

要
路
の
-
諸
公
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
民
衆
を
も
り
立
て
て
民
衆
を
組
織
す

る
と
い
う
発
想
で
も
っ
て
社
会
主
義
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
民
権
の
左
派
、
特
に
初
期
社
会

主
義
の
中
で
の
民
衆
の
概
念
は
な
お
検
討
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

古
田
エ
ト

λ

の
問
題
は
重
要
な
問
題
な
の
で
こ
れ
か
ら
研
究
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
正
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
と
い
う
も
の
も
、

エ
ト
ス
的
な
音
深
は
未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
点
は
や
は
り

一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
河
上
の
転
向
の
特
殊

性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
儒
教
的
エ
ト
九
が
見
い
だ
せ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
ガ
ソ
パ
ル
所
は
ガ
ン
パ
ル
が
志
を
得
な
い
時
は
隠
居
し
て
悠

々
自
適
す
る
と
い
う
エ
ト
ス
が
儒
教
の
中
に
あ
る
。
河
上
は
陶
淵
明
な
ど

の
詩
を
非
常
に
愛
好
し
て
、
晩
年
割
合
良
い
詩
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
な
心
境
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

質
問
ニ
亜
細
亜
大
学
の
中
野
泰
雄
で
す
。
今
日
の
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

あ
る
い
は
辛
亥
革
命
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
態
度
と
い
う
こ
と

で
し
ぼ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
荒
川
さ
ん
は
レ

ジ
ュ
メ
の
中
で
、
「
官
僚
は
国
家
の
統
治
技
術
知
識
官
僚
と
し
て
、
法
を
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作
製
し
法
を
運
用
す
る
専
門
技
術
体
系
を
つ
く
り
、
合
法
性
の
名
の
も
と

に
浴
意
的
な
旧
支
配
層
の
統
治
を
制
限
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ア
伊
イ
セ
ン
の
官
僚
を
非
常
に
理
想
化
し
て
述
べ
て
い
ら
っ
し
干
る
が
、

こ
れ
は
は
な
は
だ
事
実
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ド
イ
ツ
帝
国

に
お
け
る
カ
イ
ザ
l

ト
ゥ

l

ム
の
実
質
は
ω
S
E
a
s
R

と
し
て
、
そ

の
ま
ま
近
代
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
者
の
中
で
も
官
僚

の
中
で
も
、
ス
ノ
ピ
ズ
ム
が
非
常
に
強
い
。
そ
れ
は
日
本
の
明
治
以
来
の

知
識
人
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
様
だ
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
ス
ノ
ピ
ズ

ム
か
ら
逃
れ
る
こ
と
がm

い
か
に
し
て
行
な
わ
れ
た
か
が
、
問
題
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
に
対
す
る
評
価
の
点
が
第
一

の
質
問
で
す
。
第
二
に
、
早
稲
出
大
学
の
聴
講
生
で
あ
っ
た
北
一
仰
が
大

学
を
卒
業
し
な
か
っ
た
の
は
、
果
し
て
彼
が
卒
業
で
き
な
か
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
卒
業
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
御
質
問
の
あ
っ
た
知
識
官
僚
の
性
格
の
問
題
と
か
ら
ん
で

き
ま
す
。
北
一
輝
の
性
格
を
果
し
て
疎
外
官
僚
と
言
っ
て
よ
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
第
三
に
、
帝
国
大
学
の
出
身
者
が
、
す
べ
て
官
僚
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
尾
崎
行
総
と
か
犬
養
木
堂
は
新
聞
記
者
に
な
る
こ
と
を

願
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
官
僚
に
な
る
こ
と
を
屈
辱
と
感
じ
て
い
た
。

又
、
二
葉
亭
四
迷
の
場
合
も
官
僚
と
は
な
ら
ず
に
軍
人
に
な
る
道
を
選
ん

だ
。
柳
田
国
男
や
河
合
栄
治
郎
な
ど
は
、
む
し
ろ
一
方
は
民
間
の
学
者
に

な
る
し
、
一
方
は
国
立
大
学
の
学
者
と
な
っ
て
、
官
吏
よ
り
は
自
分
の
能

力
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
三
点
に

関
し
て
で
き
れ
ば
お
考
え
を
改
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

荒
川
こ
こ
で
は
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
諸

3~ 

個
人
す
べ
て
が
そ
の
通
り
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
イ
セ

γ
官
僚
の
場
合
も
、
こ
こ
で

簡
単
に
述
べ
た
こ
と
で
す
べ
て
そ
の
通
り
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
旧
支
配
慮
と
絶
え
ず
妥
協
し
そ
れ
と
通
婚
し
て

み
た
り
、
あ
る
い
は
民
間
の
人
と
同
じ
よ
う
に
官
吏
が
土
地
を
取
得
し
た

り
と
い
う
か
た
ち
で
力
を
得
て
い
く
の
で
す
が
、
し
か
し
彼
ら
が
全
く
ユ

ン
カ
l

の
代
理
人
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
御
承
知

の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
官
僚
が
ユ
ン
ヵ
ー
を
す
っ
か
り
抑
え
た
と
い
う
よ

う
な
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
説
明
不
足
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
が
、
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
北
一
輝
の
場

合
、
事
情
が
許
せ
ば
早
稲
田
大
学
を
卒
業
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
承

知
の
よ
う
に
胸
、
が
怒
く
て
聴
講
生
と
し
て
通
う
中
で
彼
の
著
作
を
書
く
の

で
す
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
恩
い

ま
す
が
、
少
く
と
も
挫
折
を
経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
方
の
研

究
者
の
方
々
が
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
帝
国
大
学
出
身
者
が
全
部
官

吏
に
な
る
と
い
う
事
で
は
決
し
て
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
違
う

道
を
歩
む
者
も
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
体
的
に
見
て

明
治
以
降
の
政
治
の
中
で
、
知
識
官
僚
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
層
が
果

し
た
役
割
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ

う
ど
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
民
衆
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
何
か
明
確
に
実

体
的
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
知
識
官
僚
も
、
実

体
的
に
こ
れ
だ
と
い
う
よ
う
に
厳
密
に
言
い
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

質
問
三
京
都
大
学
の
平
井
俊
彦
で
す
。
古
田
さ
ん
は
御
報
告
の
中
で
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河
上
の
考
え
の
中
応
ル
カ
l

チ
と
コ
ル
シ
ュ
の
影
響
が
あ
る
と
お
っ
し
干

っ
た
が
、
確
か
に
あ
の
年
代
の
人
た
ち
に
は
共
通
性
が
あ
る
と
思
う
が
、

私
個
人
で
は
河
上
の
考
え
方
に
近
い
の
は
コ
ル
シ
ュ
の
方
で
、
ル
カ
l

チ

は
む
し
ろ
三
木
清
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
と
、
主

体
と
客
体
と
の
同
一
性
と
い
う
範
鴎
に
し
て
も
、
実
践
概
念
と
し
て
掴
む

か
、
そ
れ
と
も
ル
カ
l

チ
の
よ
う
に
物
象
化
論
と
し
て
摘
む
か
、
が
決
め

手
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
ル
カ

1

チ
の
場
合
は
、
個
人
怠
識
と

階
級
意
識
を
考
え
る
場
合
に
、
個
人
意
識
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
識
で
あ
り
、

こ
れ
が
階
級
意
識
に
転
化
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
客
観
的
な
階
級
意
識

は
、
フ
ラ
ソ
タ
フ
ル
ト
学
派
な
ど
が
よ
く
批
判
す
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る

絶
対
主
義
に
転
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
問
題
は
、
河
上
の
場
合
に

は
な
か
っ
た
か
ど
う
か
。
個
人
を
否
定
す
る
こ
と
、
全
体
性
と
い
う
よ
う

な
も
の
、
あ
る
い
は
求
道
の
精
神
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
場
合
に
、

絶
対
者
が
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の

点
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
る
か
、
お
き
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
田
読
み
合
わ
せ
て
み
な
い
と
は
っ
き
り
お
答
え
で
き
な
い
の
で
す

が
、
特
に
河
上
の
場
合
に
階
級
意
識
を
絶
対
化
す
る
可
能
性
が
な
か
っ
た

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
非
利
己
主
義
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
否

定
と
い
う
こ
と
で
、
党
と
か
運
動
に
対
し
て
全
く
没
我
的
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
危
険
は
か
な
り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

城
塚
残
念
な
が
ら
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

何
か
一
つ
の
結
論
に
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
が
、
社
会
主
義

思
想
を
ど
の
よ
う
に
個
性
的
な
形
で
受
け
止
め
た
か
と
い
う
こ
と
を
確
認

す
る
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
な
お
か

っ
、
日
本
と
中
国
に
共
通
す
る
後
進
国
と
い
う
条
件
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勢

力
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
た
外
圧
情
況
の
中
で
、
近
代
化
の
過
程
を
推

進
し
て
行
く
時
、
日
本
の
場
合
で
言
う
と
、
そ
こ
に
官
僚
制
の
問
題
が
出

て
き
た
わ
け
で
す
。
他
面
に
お
い
て
ま
た
、
日
本
的
な
エ
ー
ト
ス
の
な
か

で
、
特
に
人
間
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、
河
上
惑
が
社
会
主
義
思
想
と

対
決
し
た
。
中
国
の
場
合
も
や
は
り
魯
迅
が
彼
な
り
の
独
特
の
生
き
方
の

問
題
と
し
て
社
会
主
義
思
想
に
触
れ
、
そ
の
中
か
ら
滋
養
を
回
以
収
し
た
。

そ
う
し
た
条
件
・
情
況
・
姿
勢
の
な
か
に
、
つ
な
が
り
が
、
探
れ
ば
探
り

出
し
得
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に

つ
い
て
の
結
論
に
ま
で
は
と
て
も
到
達
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
皆
さ
ん

で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
後
考
え
て
い
た
だ
い
て
、
何
年
か
先
に
は
同
じ

よ
う
な
問
題
を
設
定
し
て
、
ま
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
問
題
を
煮
つ
め
て
行

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ど
う
も
今
日
は
退
く
ま
で
御
参
加
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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中野泰雄/縫田清二/藤平蕗郎

徳永伺/高橋誠/沢田昭夫

田村秀夫

〔報告〕

〔コメント〕

〔司会〕

1 ・

田
村
今
年
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
著
者
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
生
誕
五

O

O
年
記
念
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
四
月
に
ア
ソ
ジ
ェ
l
f大
規
模
な
国
際

会
議
が
あ
っ
た
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
〆
な
ど
で
も
い
く

つ
か
の
シ
γ

ポ
ジ
ウ
ム
が
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
年
度
の
大

会
で
は
モ
ア
を
手
掛
り
と
し
て
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
」
と
い
う
シ
ソ
ポ

ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

に
限
定
し
な
い
で
、
む
し
ろ
ひ
ろ
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の

議
論
を
展
開
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
三
人
の
報
告
者
に
お
願
い
し
て
、

ま
ず
最
初
に
日
本
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
の
会
員
で
も
あ
る
中
野
先
生
か
ら

そ
ア
を
素
材
と
し
た
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
縫
回

先
生
か
ら
東
西
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
比
較
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
ユ
ー
ト
ピ

ア
そ
の
も
の
が
成
立
す
る
さ
い
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
、
最
後
に
藤
平

先
生
か
ら
文
学
の
立
場
で
「
逃
避
裂
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
成
立
を
一
八
世

紀
の
ド
イ
ツ
を
例
に
と
っ
て
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
社
会
哲

学
、
経
済
思
想
、
歴
史
学
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
、
徳
永
、
高
橋
、
沢

田
三
先
生
に
コ
メ
γ

ト
を
お
願
い
し
て
、
現
代
に
ま
で
射
程
を
拡
げ
た
シ

γ
ポ
ジ
ウ
ム
に
い
た
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

〔
以
下
の
報
告
は
、
当
日
の
発
表
内
容
を
も
と
に
し
て
、
報
告
者
自
身

に
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
コ
メ
ン
ト
以
下
は
司
会
者
が
録
音
テ
ー

プ
に
よ
り
編
集
し
た
も
の
で
、
な
る
べ
く
発
言
に
近
い
文
章
化
を
心
掛
け

た
も
の
で
す
]
。
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ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立

中

野'

雄

泰

一
回
仲
。
咽
宮
の
パ
ペ
ル
的
状
況
'

-
T本日
の
テ
l

マ
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

こ
の
シ
ム
ポ
ジ
ウ
ム
が
成
果
を
あ
伊
る
た
め
に
は
、
無
用
な
-
誤
解
に
も
と

づ
く
混
乱
を
避
け
る
た
め
の
、
多
少
と
も
有
用
な
交
通
標
識
を
か
か
げ
て

交
通
整
理
の
役
割
を
に
な
う
と
と
も
に
、
会
員
の
み
な
さ
ん
の
》
ユ
ー
ト

ピ
ア
《
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
、
で

き
る
か
ぎ
り
の
努
力
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
私
と
》
ユ
ー
ト
ピ
ア
《
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
説
明
を

い
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
約
三
十
年
に
わ
た
り
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
l

研
究
を
手
離
さ
ず
に
き
て
お
り
ま
す
が
、
十
二
年
前
に
ウ
ェ
l

パ

ー
の
》
O
σ
w
w
t
i
gぷ論
文
の
な
か
に
「
イ
デ
ア
ー
ル
・
テ
ィ
プ
ス
と

し
て
形
成
さ
れ
た
思
想
像
は
、
そ
の
概
念
的
純
粋
性
に
お
い
て
は
、
現
実

の
な
か
に
体
験
的
に
は
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
つ

の
C
S
司
ぽ
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
に
ひ
っ
か
か
り
、
ト
マ
ス
・
モ

ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
読
ま
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
り
、
さ
ら
に
ト
マ
ス

・
モ
ア
の
時
代
と
か
れ
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
に
も
と
づ
い
て
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
理
解
に
つ
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
結
果
と
し
て

私
の
ウ
z
l

パ
l

理
解
に
役
立
つ
こ
と
と
な
り
、
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は

私
に
と
っ
て
ウ
ェ
l

パ
l

の
イ
デ
ア
ー
ル
・
テ
ィ
プ
ス
の
原
型
》

C
ユ
含
・

曲
目
々
日
Mロ
え
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
日
本
語
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
の
な
か
に
、
マ
ル
F

ス
お
よ
び
エ

γ
ゲ
ル
ス
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
シ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
が
、
今

日
も
な
お
「
空
想
的
社
会
主
義
」
と
し
て
流
通
し
、
こ
れ
は
原
語
の
も
つ

現
実
批
判
へ
の
肯
定
的
な
意
味
と
人
間
の
想
像
力
の
も
つ
タ
リ
エl
テ
ィ

プ
な
力
を
欠
落
さ
せ
、
こ
の
「
空
想
」
と
等
監
さ
れ
た
片
仮
名
ま
た
は
ル

ピ
活
字
の
こ
と
ば
と
し
て
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
そ
の
本
来
の
意
味
を
う
し

な
い
、
乱
用
さ
れ
る
こ
の
こ
と
ば
の
集
積
は
最
近
で
の
M

ユ
ー
ト
ピ
ア

H

流
行
と
あ
い
ま
っ
て
、
バ
ベ
ル
の
塔
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
す
。

私
は
今
日
こ
の
バ
ベ
ル
の
塔
を
解
体
し
て
そ
の
破
片
の
集
積
を
コ
ソ
ピ

ュ
l

タ

l

に
か
け
る
用
意
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
た
だ
の
ち
の
時
代
の
あ

と
智
恵
に
よ
っ
て
さ
き
の
時
代
の
知
性
の
輝
や
き
を
評
価
し
よ
う
と
い
う

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
、
進
歩
主
義
の
キ
マ
イ
ラ
に
あ
ざ
む
か
れ
な
け
れ
ば
、

混
沌
の
な
か
に
秩
序
を
も
た
ら
す
一
歩
と
な
る
と
存
じ
ま
す
。

ニ
近
代
の
三
つ
の
波

本
日
の
テ
l

マ
は
》
ユ
ー
ト
ピ
ア
《
の
由
来
と
な
る
著
作
の
著
者
ト
マ

ス
・
モ
ア
の
生
誕
五
百
年
祭
を
記
念
し
て
え
ら
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
北
方
ル
ネ
サ
ソ
ス
、
ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
が
一
四
八

O
年
か
ら
一
五
二
O
年
ま
で
、
あ
る
い
は
一
四
九
O
年
か
ら
一
五
三
O
年

ま
で
と
し
ま
し
で
も
、
モ
ア
が
そ
の
「
時
代
の
子
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
仮
に
一
五
O
O
年
を
近
代
の
初
ま
り
と
し
ま

し
て
、
ト
レ
パ
l

・
ロ

l

パ
l

の
示
唆
に
よ
っ
て
、
二
ハ
五
O
年
ま
で
を

ル
ネ
サ
γ

ス
の
時
代
、
一
六
五O
年
か
ら
一
八
O
O
年
ま
で
を
間
切
の
時
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代
、
→
八
O
O
年
か
ら
一
九
五O
年
ま
で
を
科
学
の
時
代
内
と
一
五O
年

の
大
き
な
波
を
三
つ
経
過
し
、
現
代
は
ま
さ
に
第
四
の
波
の
渦
中
に
あ
る

と
私
は
考
え
ま
す
が
、
こ
の
現
在
が
過
去
と
連
続
で
あ
る
の
か
、
非
連
続

と
な
る
か
は
、
今
し
ば
ら
く
時
の
流
れ
を
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と

存
じ
ま
す
。

私
は
こ
の
一
五
O
年
の
時
代
の
波
の
な
か
に
、
さ
ら
に
三
O
年
中
ふ
た
は

六
O
年
の
ジ
デ
不
レ
l

ジ
ョ
ン
・
サ
イ
タ
ル
に
と
も
な
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス

・
サ
イ
ク
ル
な
ら
ぬ
ア
イ
デ
ア
・
サ
イ
ク
ル
の
波
が
働
い
て
い
る
と
考
え

ま
す
。
そ
し
て
晩
年
の
ス
ピ
ノ
ザ
が
第
二
の
時
代
の
波
の
も
り
あ
が
り
の

な
か
で
、
旧
来
の
国
家
論
が
す
べ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
キ
マ
イ
ラ
で
あ
る
と

き
め
つ
け
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
す
と
、
こ
の
二
つ
の
も
の
を
混
同
し
て

し
ま
い
ま
す
と
、
折
角
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
性
的
判
断
へ
の
一
歩
を
逆
転
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
モ
ア
の
三
つ
の

S

い
ま
ロ
ン
ド
ン
の
近
郊
チ
Z

ル
シ
l

に
あ
る
旧
ト
マ
ス
・
モ
ア
邸
跡
に

建
て
ら
れ
、
テ
ム
ズ
河
の
流
れ
を
見
つ
め
て
い
る
モ
ア
の
坐
像
の
台
座
に

は
三
つ
の
S

、
伊
g
z
n
ω
S
Z
白
白
岡
田
口
・ω同
日
刊
の
三
つ
の
こ
と
ば
が
三
方

に
金
の
文
字
で
彫
り
こ
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
後
の
ト

マ
ス
・
モ
ア
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
よ
く
モ
ア
の
人
格
の
も
つ
多
面

性
を
浮
彫
に
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
新
ら
し
い
学

問
、
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
・
で
フ
ラ
イ
の
三
つ
の
言
語
、
三
つ
の
文
字
の

融
合
を
め
ざ
す
キ
リ
ス
ト
教
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
学
識
、
法
律
家
と
し
て
伝
統

の
あ
る
家
に
生
ま
れ
、
ハ
γ
プ
シ
ァ
l

州
治
安
判
事
な
ら
び
に
ロ
ン
ド
ン

市
司
政
長
官
補
と
し
て
多
年
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
た
め
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

37 

発
展
に
つ
と
め
た
法
律
家
と
し
て
の
実
績
、
す
ぐ
れ
た
ラ
テγ
語
で
文
章

を
つ
づ
り
、
才
気
に
み
ち
た
弁
論
を
駆
使
す
る
平
民
院
議
員
な
ら
び
に
対

外
接
衡
の
手
腕
、
さ
ら
に
青
年
時
代
に
は
聖
職
に
入
る
こ
と
を
考
え
、
神

学
の
研
究
に
も
っ
と
め
、
一
五
O
一
年
に
は
聖
ロ
l

レ

γ

ス
教
会
で
ア
ウ

グ
ス
チ
ヌ
ス
の
神
の
国
に
つ
い
て
講
義
す
る
だ
け
の
資
絡
を
も
ち
、
ま
た

終
生
・
烏
の
毛
で
織
っ
た
肌
着
を
着
用
し
て
き
び
し
い
自
戒
を
つ
づ
け
、
国

王
の
離
婚
と
議
会
の
決
議
に
対
し
、
神
と
自
己
の
コ
ソ
ジ
ェ
γ

ス
に
し
た

が
っ
て
反
対
を
つ
づ
け
、
安
ら
か
な
刑
死
を
と
げ
た
信
念
の
倫
理
と
責
任

の
倫
理
と
の
具
現
者
。
こ
の
よ
う
な
側
面
を
も
ち
、
文
化
人
で
あ
る
と
と

も
に
実
践
人
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
と
し
て
の
ト
マ

ス
・
モ
ア
を
産
業
革
命
後
の
現
代
社
会
に
お
け
る
「
専
門
人Lさ
ら
に
は

ご
次
元
的
人
間
」
と
等
質
と
み
な
し
、
時
流
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず

常
に
商
品
化
す
る
思
想
の
な
い
文
芸
評
論
家
と
混
同
し
て
い
て
は
モ
ア
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
んJそ
の
現
実
批
判

の
き
び
し
い
ま
な
ざ
し
と
、
現
実
の
混
乱
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
深
い
希

望
の
な
か
に
こ
そ
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
」
の
特
質
が
し
め
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

四
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
国
際
的
知
的
共
同
体

中
央
公
論
社
版
の
・
『
世
界
の
名
著
』
に
エ
ラ
ス
ム
久
の
『
痴
愚
神
礼
讃
』

と
と
も
に
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
モ
ア
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
(
沢
田
昭

夫
訳
〉
に
は
第
一
部
と
第
二
部
と
か
ら
な
る
本
文
の
ほ
か
に
、
パ
レ
ル
ガ

と
し
て
詩
と
書
簡
と
が
お
さ
め
ら
れ
、
実
在
の
人
物
の
詩
と
と
も
に
、
ユ

ー
ト
ピ
ア
島
へ
の
架
空
の
旅
行
者
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
ェ
ウ
ス
の
妹
の
子
ア
ネ
モ

リ
ゥ
ス
の
六
行
詩
を
の
せ
、
プ
ラ
トγ
の
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
が
こ
と
ば
で
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表
現
し
た
も
の
を
、
人
間
と
資
源
と
す
ぐ
れ
た
法
制
と
の
な
か
で
示
し
た

こ
と
に
よ
り
、

C
S
M
M
Eが開
口
同
白
立
国
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
を
歌
い
、
共
有
制
を
実
現
す
る
国
制
に
よ
っ
て
福
楽
の
島
と
し
て
描
い

た
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
、
現
実
を
批
判
す
る
脱
出
品
鏡
で
は
あ
り
な
が
ら
、
「
ど

こ
に
も
な
い
」
と
い
う
名
称
を
も
っ
き
わ
め
て
強
い
サ
チ
l

ル
の
精
神
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
か
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
蓄
簡
の
な

か
に
は
エ
ラ
ス
ム
ス
を
は
じ
め
、
ブ
ス
ラ
イ
デ
ン
な
ど
親
友
で
あ
る
ユ
マ

ニ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
へ
の
讃
辞
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
単
な
る
讃
辞
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
理
解

す
る
た
め
の
鍵
を
提
供
し
て
い
る
と
と
も
に
、
一
五
世
紀
末
以
来
の
新
ら

し
い
学
聞
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
学
者
た
ち
の
国
際
的
知
的
共

同
体
が
そ
の
理
性
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
に
良
い
政
治
と
国
際
平
和
と
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
希

望
が
み
な
ぎ
っ
て
い
ま
す
。

エ
ラ
ス
ム
ス
は
一
四
九
九
年
に
初
め
て
イ
ギ
リ
ス
を
お
と
ず
れ
、
三
O

才
の
か
れ
が
八
才
年
少
の
モ
ア
の
才
気
の
優
美
に
感
銘
を
う
け
て
二
人
は

親
友
色
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
滞
在
の
た
び
に
し
ば
し
ば
モ
ア
の
家
に
起
居
し
、

そ
こ
で
一
五
O
五
年
に
は
『
ル
キ
ア
ノ
ス
小
品
集
』
を
共
訳
し
、
一
五O

九
年
に
は
、
イ
タ
リ
ア
よ
り
イ
ギ
リ
ス
へ
の
旅
の
途
中
で
着
想
を
え
た

『
痴
風
神
乱
讃
』
何
回
n
o
g
-ロ
日

g
R
U
m
-
を
モ
ア
の
家
で
書
き
あ
げ
、
こ
れ

を
そ
ア
に
さ
さ
げ
た
こ
と
は
、
一
五
一
六
年
末
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
出
版
に
さ

き
が
け
る
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
ユ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の

知
的
共
同
体
の
好
例
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
知
的
共
同
体
の
雰
囲
気
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
第
工
前
の
ト マ

ス
・
モ
ア
、
ピ

l

タ
l

・
ヒ

ν

ス
、
お
よ
び
架
空
の
冒
険
旅
行
者
ラ
フ

ア
エ
ル
・
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
ェ
ウ
久
と
の
三
人
の
対
話
の
な
か
に
も
反
映
し
て

い
ま
す
。
バ
レ
ル
ガ
中
の
モ
ア
の
ヒ
レ
ス
あ
て
の
こ
つ
の
書
簡
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
橋
の
長
さ
や
ヒ
ュ
ト
ロ
〆
ェ
ウ
ス
の
消
息
を
伝
え
る
点
で
現
実
離

れ
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
代
の
偏
見
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
に
汚
染

さ
れ
て
い
る
現
実
描
写
よ
り
は
、
現
実
と
虚
構
と
の
緊
張
が
は
っ
き
り
と

意
識
さ
れ
て
い
る
と
き
、
近
松
門
左
衛
門
流
に
い
え
ば
、
「
実
と
虚
と
の

皮
膜
の
間
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
真
実
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
も
あ

る
の
で
す
。

五
モ
ア
と
余
暇

ユ
l

ト
ピ
ア
の
成
立
に
関
し
て
そ
の
内
幕
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
一
五
一
九
年
に
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォγ
・
フ
ッ
テ

γ

へ

の
手
紙
で
、
「
モ
ア
は
般
を
え
た
の
で
、
そ
の
第
二
部
を
書
き
、
か
れ
は

機
会
を
え
て
第
一
部
を
し
あ
げ
た
。
し
た
が
っ
て
文
体
が
い
く
ら
か
ち
が

っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ロ
ソ
ド
γ

に
あ
っ
て
腕
利
き
の
法
律
家

と
し
て
多
忙
で
も
あ
り
、
収
入
も
多
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

モ
ア
は
一
五
一
三
年
以
来
、
ロ
l
T

の
歴
史
家
の
骨
法
に
よ
っ
て
『
リ
チ

ャ

l

ド
三
世
史
』
の
執
筆
を
ラ
テγ
語
と
英
語
と
で
書
き
す
す
め
て
は
い

ま
し
た
が
、
著
作
の
た
め
の
十
分
な
余
暇
は
も
て
ま
せ
ん
で
し
た
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
努
頭
に
か
か
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
一
五
一
五
年
五

月
、
モ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
へ

γ
リ
!
と
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
国
王
カ
ル
ロ
久

と
の
外
交
使
節
団
の
一
員
と
し
て
フ
ラ
γ
ド
ル
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
が
、

プ
ル
ー
ジ
ュ
で
数
回
ひ
ら
か
れ
た
会
談
で
合
意
が
え
ら
れ
ず
、
交
渉
は
中

断
さ
れ
、
モ
ア
は
閑
暇
を
え
て
九
月
に
は
アγ
ト
ワ

l

プ
に
で
か
け
、
同
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地
で
ピ
l
タ
l
・
ヒ
レ
ス
と
親
交
を
か
さ
ね
、
こ
の
ア
ン
ト
ワ
l
プ
で
の

休
日
が
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
産
み
だ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
『
ユ
ー
ト

ピ
ア
』
の
第
一
部
は
、
モ
ア
自
身
と
ヒ
レ
λ
と
の
二
人
の
実
在
の
人
物
ヒ

ュ
ト
戸
、
タ
ェ
ウ
ス
と
の
出
会
い
と
、
一
一
一
人
の
対
話
の
な
か
で
、
な
ぜ
ヒ
ュ

ト
戸
〆
ェ
ウ
ス
が
第
二
部
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
島
の
状
態
に
つ
い
て
説
明
す
る

に
い
た
っ
た
か
、
そ
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

六
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
ェ
ウ
ス
の
本
質

こ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
ェ
ウ
ス
と
い
う
架
空
旅
行
者
の
特
質

こ
そ
ま
さ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
原
型
を
特
色
づ
け
て
い
ま
す
。
か
れ
は

一
見
し
て
老
年
に
近
く
、
日
焼
け
し
、
長
い
あ
ご
ひ
げ
を
た
く
わ
え
、
外

奈
を
さ
り
げ
な
く
肩
に
ひ
っ
か
け
て
着
て
お
り
、
顔
つ
き
や
服
装
か
ら
は

船
乗
り
と
み
え
ま
し
た
が
、
ヒ
レ
ス
の
説
明
に
よ
る
と
、
『
ア
ェ
ネ
ア
ス
』

の
航
海
士
で
あ
っ
た
パ
ウ
リ
ヌ
l
ル
ス
の
よ
う
に
舵
を
と
り
な
が
ら
居
眠

り
を
し
て
海
に
落
ち
た
り
す
る
船
乗
り
で
は
な
く
、
故
け
目
の
な
い
智
恵

の
あ
る
勇
者
オ
デ
ッ
セ
ウ
ス
ゃ
、
す
0
・
れ
た
哲
学
者
プeラ
ト
ン
の
よ
う
に

旅
す
る
探
究
者
で
あ
っ
て
、
一
獲
千
金
を
夢
み
る
ギ
ャ
ム
プ
ラ
ー
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
か
れ
は
ク
リ
ス
ト
パ
ー
ル
・
コ
ロ
ン

や
ア
メ
リ
ゴ
・
ヴ
ェ
ス
プ
チ
の
よ
う
な
商
人
的
冒
険
者
で
は
な
く
、
ラ
テ

ン
語
に
も
通
じ
て
は
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
が
、
非
常
に
よ
く
で
き
る
点

で
、
モ
ア
や
エ
ラ
ス
ム
ス
の
よ
う
な
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
仲
間
で
し
た
。
ヒ
ュ

ト
ロ
ダ
ェ
ウ
ス
は
あ
の
ア
J

リ
ゴ
・
ゲ
ェ
ス
プ
チ
の
仲
間
と
な
り
、
一
四

九
七
年
か
ら
一
五
O
四
年
ま
で
四
回
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
ア
メ
リ

カ
大
陸
へ
の
航
海
の
う
ち
、
一
四
九
九
年
に
出
発
す
る
こ
回
目
以
後
三
回

に
わ
た
っ
て
同
行
し
、
一
五
O
四
年
の
春
に
は
砦
を
つ
く
っ
て
二
四
人
を
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残
留
さ
せ
た
と
い
う
ア
メ
リ
ゴ
の
実
話
に
も
と
づ
き
、
こ
の
残
留
を
志
願
、

土
着
の
人
々
と
交
際
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
そ
し
て
五
人
の
仲
間
と

と
も
に
旅
に
で
て
、
赤
道
直
下
に
ひ
ろ
が
る
大
砂
漠
と
、
蛇
や
猛
獣
や
狂

暴
な
人
聞
の
危
険
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
よ
り
温
暖
な
地
に
た
ど
り
つ
き
、
多

く
の
国
々
を
巡
遊
し
た
の
ち
に
、
「
奇
跡
的
な
偶
然
」
の
お
か
げ
で
セ
イ

ロ
ン
に
到
着
、
カ
リ
カ
ッ
ト
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
団
に
め
ぐ
り
あ
い
、
本

国
に
還
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
太
平
洋
が
初
め
て
横
断
さ

れ
、
世
界
周
航
が
成
功
し
た
の
は
あ
の
マ
ガ
リ
ヤ
ン
シ
ス
の
船
隊
で
す
が
、

二
七
O
人
か
ら
二
八
O
人
の
乗
組
員
の
な
か
で
帰
還
し
た
の
は
十
八
人
に

す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
一
五
二
二
年
九
月
六
日
の
こ
と
で
す
の
で
、
モ
ア
の
ユ

ー
ト
ピ
ア
執
筆
後
七
年
近
い
の
ち
の
こ
と
で
す
。
モ
ア
が
赤
道
直
下
や
太

平
洋
に
つ
い
て
、
か
れ
の
想
像
力
に
与
え
る
現
実
の
材
料
を
も
た
な
か
っ

た
こ
と
は
当
然
で
す
。

ク
リ
ス
ト
バ
ー
ル
・
コ
ロ
γ
に
よ
る
西
イ
γ
ド
航
路
開
拓
に
始
ま
る
地

理
学
的
革
命
は
、
そ
れ
に
と
も
な
う
商
業
革
命
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
地
中
海
的
世
界
か
ら
大
西
洋
的
世
界
へ
と
変
貌
さ
せ
ま
す
が
、
二
ハ
世

紀
の
前
半
に
は
い
か
が
わ
し
い
冒
険
談
を
ふ
く
む
航
海
記
の
氾
濫
が
生
じ
、

そ
の
高
潮
に
の
っ
て
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
も
、
ア
メ
リ
ゴ
の
『
四
つ

の
航
海
記
』
の
「
実
」
と
、
そ
の
名
も
「
世
直
し
、
お
じ
ゃ
べ
り
屋
」
と

も
い
う
べ
き
架
空
の
人
ラ
フ
ア
エ
ル
・
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
ェ
ウ
ス
の
オ
デ
ッ
セ

ウ
ス
的
冒
険
の
「
虚
」
と
を
組
み
合
わ
せ
、
「
虚
実
の
皮
膜
の
問
」
に
あ

っ
て
、
痴
用
問
神
モl
リ

l

の
加
護
と
と
も
に
幸
運
の
女
神
フ
ォ
ル
チ
品
ナ

の
不
幸
な
め
ぐ
み
を
も
受
け
て
、
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
ァ

メ
リ
ゴ
は
最
後
の
航
海
で
二
四
人
の
仲
間
を
現
地
の
砦
に
の
こ
し
、
「
大
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カ
月
分
の
食
糧
と
臼
砲
一
二
門
と
そ
の
ほ
か
多
数
の
武
器
を
残
し
」
た
そ

う
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
生
き
る
の
に
必
要
だ
っ
た
の
は
、
「
多
数

の
武
器
」
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
と
オ
デ
ッ
セ
ウ
九
の
智
恵
と
勇

気
と
を
も
っ
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
五
ウ
λ
の
よ
う
な
人
物
の
活
剛
胆
で
あ
っ
た
は
ず

で
す
。
コ
ロ
ン
の
第
一
次
航
海
で
、
ナ
ピ
ダ
|
の
錯
に
残
さ
れ
た
三
九
名

が
、
十
分
な
兵
器
と
一
年
分
以
上
の
食
糧
と
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
原
住
民
に
み
な
ご
ろ
し
に
な
っ
た
こ
と
は
よ
い
教
訓
で
あ
り

ま
す
。

七
メ
ニ
ッ
ポ
ス
と
カ
ー
ニ
バ
ル
創

モ
ア
が
す
ぐ
れ
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
冒
険
者
と
し
て
ヒ
ュ
ト
ロ
〆

エ
ウ
ス
を
造
型
し
た
の
は
、
当
然
当
時
流
行
す
る
冒
険
物
語
り
と
金
銀
と

奴
隷
と
を
目
的
と
す
る
大
航
海
ラ
ッ
シ
ュ
へ
の
き
び
し
い
批
判
を
含
む
も

の
と
し
て
読
ま
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ゲ
ェ
ス
プ
チ
は
原
住
民
の
性
質
を
門
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
」
と
形
容
し
て

い
ま
す
が
、
モ
ア
や
エ
ラ
ス
ム

λ
が
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
哲
学
に
も
っ
て
い

た
知
識
と
愛
情
と
を
か
れ
に
捌
待
し
、
モ
ア
へ
の
影
響
を
過
大
評
側
す
る

こ
と
は
無
理
と
存
じ
ま
す
。
な
お
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
第
一
部
が
対
話
形

式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
、
す
ぐ
に
プ
ラ
ト
ン
を
連
想
し
、
そ
の
影
響
を

過
大
に
見
つ
も
る
こ
と
は
、
一
五
O
五
年
に
エ
ラ
ス
ム
九
と
と
も
に
共
訳

し
た
『
ル
キ
ア
ノ
λ
小
品
集
』
の
う
ち
モ
ア
が
そ
の
四
舗
を
訳
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
短
篇
で
は
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ

と
を
忘
却
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
四
鮪
は
い
ず
れ
も
ル
キ
ア
ノ
ス

と
モ
ア
の
思
想
的
態
度
の
近
親
性
を
検
証
す
る
材
料
と
な
り
ま
す
が
、
と

く
に
「
メ
ニ
ッ
ポ
λ

・
冥
府
と
の
交
通
者
」
は
、
パ
ピ
ロ
γ

の
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
の
弟
子
の
一
人
に
よ
っ
て
冥
界
に
ゆ
く
方
法
を
ま
な
び
、
ユ
l

フ
ラ

テ
久
川
を
下
り
、
チ
グ
リ
ス
川
を
上
り
、
へ
ラ
ク
レ
久
、
ォ
デ
ッ
セ
ウ
久
、

お
よ
び
オ
ル
フ
ィ
久
の
よ
う
に
、
帽
子
と
ラ
イ
オ
ン
の
広
と
箇
と
を
も
っ

て
、
つ
い
に
冥
府
に
行
き
つ
く
こ
と
に
成
功
し
、
古
典
的
世
界
の
死
者
た

ち
の
死
後
の
生
き
ざ
ま
を
目
撃
す
る
と
レ
う
物
語
で
す
。
モ
ア
と
エ
ラ
久

ム
マ
ハ
の
古
典
哲
学
な
ら
び
に
古
典
文
学
へ
の
批
判
的
な
理
解
は
、
ア
リλ

ト
フ
ァ
ネ
ス
や
ル
キ
ア
ノ
ス
の
喜
劇
的
で
あ
る
と
と
も
に
き
び
し
い
現
実

批
判
を
含
ん
で
お
り
、
キ
リ
久
ト
教
の
精
神
の
な
か
に
サ
チ
l

ル
の
精
神

を
も
と
り
こ
ん
で
い
ま
す
。
ソ
グ
ェ
l
ト
の
す
ぐ
れ
た
文
学
者
ミ
ハ
イ
ル

・
パ
フ
チ
ン
が
そ
の
『
ド
ス
ト
エ
フ
久
キ
l
論
』
に
お
い
て
、
こ
の
メ
ニ

ッ
ポ
ス
か
ら
の
系
譜
を
ド
九
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
独
創
性
の
源
泉
の
一
つ
と

し
て
い
ま
す
が
、
バ
フ
チ
ン
は
モ
ア
か
エ
ラ
ス
ム
ス
か
ら
影
響
を
う
け
た

フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ラ
プ
レ
ー
を
中
世
の
民
衆
の
カ
ー
ニ
バ
ル
劇
の
も
つ
原
初

的
深
み
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
も
ま
た
単
に
文
献
的
知
識
の
み
な
ら
ず
、
混
沌
と
し
て
定
ま
ら
な
い
民

衆
の
深
層
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
な
か
で
こ
そ
理
解
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

モ
ア
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
執
筆
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の

批
判
者
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
γ

・
ド
ル
プ
あ
て
に
長
文
の
手
紙
を
書
き
、
エ

ラ
ス
ム
ス
の
仕
事
を
擁
護
し
ま
し
た
が
、
か
れ
は
そ
の
な
か
で
ア
ウ
グ
ス

チ
ヌ
λ
に
つ
い
て
の
老
齢
の
学
者
と
の
や
り
合
い
に
つ
い
て
ふ
れ
、
ア
ウ

グ
九
チ
ヌ
ス
の
こ
と
ば
を
自
説
の
よ
う
に
引
用
し
て
、
相
手
が
顔
を
し
か

め
る
と
、
「
こ
れ
は
私
の
意
見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
ア
ウ
グ
久
チ
ヌ
ス
の
こ

と
ば
で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
ば
を
擁
護
す
る
つ
も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
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れ
は
人
間
で
あ
り
、
間
違
い
を
犯
し
ま
し
た
。
私
は
多
く
の
こ
と
で
か
れ

を
だ
れ
に
で
も
す
る
よ
う
に
信
頼
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
だ
れ
に
た
い
し

て
も
す
べ
て
の
こ
と
を
信
頼
し
は
し
ま
せ
ん
」
と
述
べ
た
と
語
っ
て
い
ま

す
o
H

空
想
的
社
会
主
義
u
と
い
う
奇
妙
な
訳
語
ゃ
、
ト
マ
λ

・
モ
ア
が

ロ
l

マ
教
皇
庁
に
よ
っ
て
一
九
三
五
年
に
聖
者
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
モ
ア
と
そ
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
を
偏
見
と
先
入
見
に
よ
っ
て
見

る
こ
と
な
く
、
近
代
五
O
O
年
の
原
点
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ト
マ
ス
・
モ

ア
の
生
涯
と
思
想
と
に
も
と
づ
い
て
、
か
れ
の
見
た
歴
史
的
社
会
的
現
実

の
姿
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
、
こ
の
社
会
思
想
史
学
会
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
社
会
思
想
史
の
研
究
に
は
、
ヒ
ュ
ト
ロ
〆

エ
ウ
ス
的
、
ま
た
は
メ
ニ
ッ
ポ
ス
的
能
力
を
要
求
さ
れ
ま
す
が
、
ル
キ
ア

ノ
ス
の
メ
ニ
ッ
ポ
ス
が
大
地
の
裂
け
た
と
こ
ろ
に
冥
府
へ
の
道
を
見
つ
け

た
の
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ト
ロ
〆
ェ
ウ
ス
が
発
見
し
た
島
は
、
渇
き
去
っ
た

黄
金
時
代
で
も
な
く
、
失
わ
れ
た
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
で
も
な
く
、
現
実
を

批
判
し
、
現
実
を
こ
え
る
こ
と
を
希
望
す
る
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
か
な
た

の
空
間
で
あ
り
ま
し
た
。
新
ら
し
い
学
問
に
よ
っ
て
過
去
の
世
界
へ
の
知

性
の
光
が
輝
き
を
増
す
と
き
、
そ
し
て
新
ら
し
い
大
陸
の
発
見
に
よ
っ
て
、

な
お
大
海
の
か
な
た
の
陸
地
の
果
て
に
希
望
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
き
、

過
去
か
ら
の
帰
還
者
メ
ニ
ッ
ポ
ス
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
ヒ
ュ
ト
ロ

ダ
ェ
ウ
ス
に
変
身
し
、
将
来
へ
の
希
望
か
ら
の
帰
還
者
と
し
て
語
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
新
大
陸
の
発
見
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中

心
が
北
西
に
移
動
し
、
一
般
的
危
機
を
迎
え
る
中
世
封
建
社
会
の
呪
縛
を

さ
ら
に
と
き
ほ
ご
す
こ
と
こ
そ
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
役
割
で
あ
っ
た
と
由
・

せ
ま
し
ょ
う
。
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八
国
王
の
参
議
会

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
第
一
部
の
対
話
の
な
か
で
、
学
識
経
験
者
の
宮
仕

え
す
る
こ
と
の
可
否
が
か
な
り
な
が
く
取
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ヒ
ュ

ト
ロ
ダ
ェ
ウ
ス
は
、
い
わ
ば
ル
キ
ア
ノ
ス
の
「
キ
ユ
コ
ス
」
の
よ
う
に
、

い
か
な
る
も
の
に
も
従
属
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
そ
し
て
ま
た
真
実
を
語

り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
実
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
諸
制
度
を
実
行
し
よ
う
と

し
た
ら
、
君
主
た
ち
の
参
議
会
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
孤
立
に
お
ち
い

る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
、
宮
仕
え
の
勧
告
を
し
り
ぞ
け
ま
し
た
。

著
者
で
あ
る
ぞ
ア
は
ヒ
ュ
ト
ロ
〆
ェ
ウ
ス
の
立
場
に
か
な
り
共
鳴
し
な
が

ら
、
結
局
、
宮
仕
え
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
一
五
一
七
年
一
二
月
に
は
ヘ
ン

リ

l

八
世
の
参
議
会
の
一
員
に
任
ぜ
ら
れ
、
宮
廷
政
治
家
と
し
て
多
忙
な

道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一
五
二
九
年
十
月
に
は
ウ
ル
ジ

ー
に
代
っ
て
大
法
官
に
任
ぜ
ら
れ
ま
す
が
、
へ
γ
リ

l

八
世
と
ア
γ

・
プ

リ
ン
と
の
結
婚
の
合
法
性
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
国
王
と
議
会
と
に

反
対
し
、
神
へ
の
良
心
に
よ
っ
て
行
動
し
、
つ
い
に
国
王
の
反
逆
者
と
し

て
ロ
ン
ド
ン
塔
に
捕
え
ら
れ
、
一
年
二
カ
月
の
の
ち
、
一
五
三
五
年
七
月

六
日
に
斧
に
よ
っ
て
首
を
斬
ら
れ
ま
し
た
。

九
ロ
ン
ド
ン
塔
と
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
精
神

獄
中
で
の
モ
ア
の
心
境
に
つ
い
て
は
、
暗
い
ロ
ン
ド
ン
塔
の
な
か
で
、

ベ
ン
が
な
い
た
め
に
石
墨
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
娘
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ー

パ
ー
へ
の
手
紙
と
、
マ
l

ガ
レ
γ

ト
が
親
子
と
の
対
話
の
内
容
を
妹
の
ア

リ
ス
に
知
ら
せ
る
手
紙
の
な
か
に
、
よ
く
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

烈
し
い
危
機
の
時
代
に
、
思
想
と
文
化
と
が
一
つ
の
人
格
の
な
か
で
統
一

さ
れ
る
と
き
、
ど
ん
な
甘
言
も
威
嚇
も
暴
力
も
、
か
れ
の
コ
γ

シ
ェ
γ
ス

., 
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の
声
よ
り
も
強
力
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
哲
学
的
冒
険
者
ヒ
ュ
ト

ロ
ダ
ェ
ウ
ス
が
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
こ
と
ば
を
い
い
か
え
て
、
「
天
に
い

た
る
道
の
り
は
ど
こ
か
ら
で
も
同
じ
」
と
い
う
格
言
に
し
た
が
っ
た
と
す

れ
ば
、
塔
の
中
の
モ
ア
は
、
か
れ
に
国
王
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
家
に
帰

る
こ
と
を
す
す
め
た
萎
の
ア
リ
ス
に
、
「
塔
も
家
も
同
じ
よ
う
に
天
に
近

く
な
い
か
ね
」
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
モ
ア
は
塔
の
な
か
で
神
の

声
と
良
心
の
声
と
に
耳
を
す
ま
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
、
か
れ
が
っ
く

り
だ
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
生
活
を
、
あ
の
豪
華
と
も
い
え
る
チ
ェ
ル
シ
l

の
邸
宅
に
お
い
て
も
常
に
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

九
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
原
点
と
思
想
の
力

モ
ア
は
、
友
人
の
エ
ラ
ス
ム
ス
と
と
も
に
、
公
表
し
た
思
想
が
そ
れ
を

表
現
し
た
人
絡
を
離
れ
て
、
世
間
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
と
き
、

か
れ
ら
の
意
図
と
か
け
離
れ
た
影
響
力
を
嘆
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
「
神
の
道
具
」
と
し
て
、
ま
た
「
社
会
思
想
の
道
具
」
と
し
て
思
想

を
つ
む
ぎ
つ
づ
け
る
創
造
的
な
思
想
家
た
ち
は
、
そ
の
溜
息
の
か
げ
に
、

あ
の
「
絶
望
の
虚
妄
な
る
こ
と
、
ま
さ
に
希
望
と
相
同
じ
」
と
い
う
魯
迅

の
こ
と
ば
に
表
現
さ
れ
る
「
ど
ん
底
」
の
な
か
で
の
希
望
を
持
ち
つ
づ
け

た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
今
夏
日
本
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
の
会
員
と
し
て
、
列
席
の
数
人
の

方
々
と
と
も
に
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
生
誕
五
百
年
記
念
の
旅
に
参
加
し
、
モ

ア
に
関
係
の
あ
る
遺
物
と
遺
跡
と
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

ロ

γ
ド

γ
塔
で
刑
死
し
た
モ
ア
の
身
体
の
骨
は
現
在
ロ
ン
ド
γ
塔
の
な
か

の
・
共
同
世
話
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
千
数
百
の
刑
死
者
の
な
か

で
士
一
十
四
体
だ
け
が
だ
れ
の
も
の
か
曹
界
証
的
に
確
認
さ
れ
、
そ
の
な
か
の 一

つ
が
モ
ア
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
厚
く
哩
葬
を
う
け
て
い
ま

す
。
一
方
、
モ
ア
の
頭
は
刑
死
後
さ
ら
さ
れ
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
・
ブ
リ
ッ

ジ
の
獄
門
か
ら
娘
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
同
志
と
と
も
に
盗
み
だ
し
、
カ
ソ

タ
ベ
り
l

近
在
の
ロ
l

パ
l

家
の
教
会
の
な
か
に
埋
葬
さ
れ
、
頭
と
身
体

と
は
今
も
っ
て
別
居
を
つ
づ
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
頭

蓋
の
な
か
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
チ
ェ
ル
シ
ー
で
も
、
ロ
γ

ド
ン
塔
で
も
生
き
つ
づ
け
、
な
お
人
類
の
多
く
の
頭
登
の
な
か
に
宿
る
こ

と
を
求
め
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
学
会
が
す
ぐ
れ
た
知
的
共
同
体
と
し
て
、
十
分
な
知
的
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
達
成
し
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
怨
」
を
そ
の
成
立
の
原

点
に
お
い
て
把
握
で
き
ま
す
よ
う
に
、
旅
の
た
め
に
準
備
不
十
分
で
、
し

か
も
中
聞
を
は
し
ょ
っ
た
報
告
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
シ
ム
ポ
ジ

ウ
ム
に
す
こ
し
で
も
役
に
立
ち
ま
す
よ
う
、
み
な
さ
ま
の
御
協
力
の
ほ
ど

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
成
立
の
基
本
的
性
格

|
|
東
西
の
場
合
を
瞥
見
し
て
|
|

縫

清

田

は
じ
め
に
私
自
身
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
い
う
も
の
に
た
い
し
て
持
っ

て
い
る
関
心
の
所
在
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

私
に
と
・
っ
て
究
極
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
は
「
生
」
の
意
識
の
エ
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ネ
ル
ギ
ー
を
形
成
し
て
い
る
「
原
形
質
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
か
を
模
索
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
い
さ
さ
か
そ
れ
自
体

が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
さ
え
あ
る
課
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
私
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
と
い
う
も
の
を
紫
村
に
し
て
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
万

て
そ
の
よ
う
な
「
原
形
質
」
の
抽
出
に
成
功
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
個

個
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
作
品
は
、
も
は
や
私
に
と
っ
て
は

廃
棄
物
と
し
て
捨
て
去
っ
て
も
一
向
に
か
ま
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

社
会
思
想
史
上
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
個
々

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
生
み
だ
し
た
時
代
環
境
と
の
関
連
が
明
確
に
把
揮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
最
も
正
当
な
研
究
態
度
で
あ
る
こ
と
は

私
も
同
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
試
み
は
、
そ
れ
と
は

逆
に
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
民
族
、
社
会
体
制
等
の
別
な
く
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
共
通
し
て
現
れ
る
い
く
つ
か

の
基
本
的
性
格
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
上
に

立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
前
提
と
し
て
試
み
た
多
少
の
実
験
の

一
端
を
報
告
す
る
の
が
今
回
の
私
の
-
謀
題
で
あ
る
。

私
が
わ
ざ
わ
ざ
「
原
形
質
」
と
い
う
よ
う
な
生
化
学
的
な
言
葉
を
使
用

す
る
の
は
、
人
聞
の
生
理
的
考
察
で
は
生
化
学
な
ど
の
分
野
で
か
な
り
高

度
に
ま
で
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
人
間
の
「
生
」
の
意
識

の
内
容
分
析
と
い
う
分
野
は
、
ま
だ
き
わ
め
て
概
論
的
段
階
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
、
し
か
も
、
人
間
の
「
生
」
が
肉
体
と
精
神
を
分

離
し
て
は
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
私
と
し
て
は
、
人
聞
が

「
生
」
主
両
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
要
素
の
組

み
合
わ
せ
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
生
の
意
識
の
原
理
策
に
な
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っ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
模
索
し
た
い
と
思
う
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
思
想
史
と
い
う
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
こ
の
「
生
」
の
意

識
を
模
索
す
る
場
合
、
ま
ず
も
っ
て
私
は
思
想
史
の
原
点
を
二
つ
の
点
に

求
め
、
す
べ
て
の
思
想
は
、
こ
の
二
つ
の
源
泉
か
ら
発
す
る
変
形
パ
タ
l

γ
と
し
て
う
け
と
め
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
(
ギ
リ
シ
ャ
的

思
考
〉
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
(
ユ
ダ
ヤ
的
思
考
〉
で
あ

る
。で

は
、
な
ぜ
「
生
」
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
検
出
す
る
た
め
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
思
想
を
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
か
?
以
下
、
ご
く
限
ら
れ

た
時
間
内
で
の
試
論
を
の
べ
た
い
と
思
う
。

「
夢
み
る
力
の
な
い
も
の
は
生
き
る
カ
も
な
い
」
と
い
う
エ
ル
γ

ス

ト
・
ト
ラ
l
の
言
葉
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
と
い
う
も
の
を
、
人
聞
が
「
生
」
を
志
向
す
る
と
き
の
「
意
識

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
発
霞
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
生
を
志
向
す
る
人
聞
の

意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
だ
け
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

思
想
史
の
上
で
は
、
そ
れ
は
、
そ
の
強
度
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
発
展
段

階
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
生
を
志
向
す
る

意
識
の
子
不
ル
ギ
l

の
出
発
点
が
絶
望
に
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

こ
の
場
合
の
絶
望
と
は
、
「
絶
対
」
す
な
わ
ち
「
死
」
と
い
う
完
全
な
時

間
の
停
止
状
態
に
直
面
し
た
意
識
が
、
「
生
」
と
い
う
相
対
性
を
志
向
す

る
場
合
の
極
限
状
況
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
人
間
の
意
識
が
絶
望
の

一
点
に
あ
り
な
が
ら
、
絶
対
感
と
い
う
時
間
の
停
止
的
方
向
で
は
な
く
、

常
に
動
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
相
対
的
な
生
の
方
向
を
志
向
し
て
最
初
の
行
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動
を
起
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
現
れ
る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
実
存

主
義
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
実
存
主
義
に
は
キ
リ
マ
ハ
ト
教
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
無
神
論
的
性

格
の
も
の
も
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
そ
の
区
別
は
問
題
に
し
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
キ
ル
ケ
ゴ
l

ル
が
言
う
よ
う
に
「
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ

ろ
う
と
す
る
た
め
に
は
無
限
な
る
自
己
の
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
『
死
に
至
る
病
』
〉
と
い
う
言
葉
は
、
絶
望
か
ら
生
を
志
向
す
る
人
聞
が

実
感
す
る
最
初
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ

の
絶
望
こ
そ
は
、
別
な
言
築
で
言
え
ば
「
孤
独
の
自
覚
」
で
あ
る
か
ら
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
出
発
点
は
孤
独
の
自
覚
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
場
合
の
孤
独
と
は
、
真
に
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
の
み
に
課
せ
ら

れ
る
罰
で
あ
る
。
こ
の
点
サ
ル
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
明
快
に
の
べ
て
い
る

|
|
「
わ
れ
わ
れ
は
逃
口
上
も
な
く
孤
独
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
私
は
、

人
聞
は
自
由
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
と
表
現
し
た
い
。
刑
に
処
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
の
は
、
人
間
は
自
分
自
身
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
り
、
し
か
も
一
一
聞
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
の
は
、
ひ
と
た
び
世
界
の
中

に
投
げ
出
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
人
間
は
自
分
の
な
す
こ
と
一
切
に
つ
い
て

責
任
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

Q
実
存
主
義
は
ユ
マ
ニ
ス
ム
で
あ
る
』
〉
。

キ
ル
ケ
ゴ
l

ル
に
せ
よ
サ
ル
ト
ル
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
段
階
に
お
け

る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
現
形
態
こ
そ
実
存
主
義
に
他
な
ら
な
い
し
、

つ
ま
り
は
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
「
生
の
決
意
」
を
強
烈
な
か
た

ち
で
表
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
実
存
主
義
は
、
で

は
ど
の
よ
う
に
生
き
た
ら
よ
い
か
と
い
う
次
の
重
要
な
志
向
に
つ
い
て
は

回
答
を
与
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
生
の
決
意
」
の
段
階
か
ら
、
さ
ら
に
も
っ
と
意
識
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
強
ま
る
と
、
そ
こ
に
は
一
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
成
立
す
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
問
題
に
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
消
極
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
ニ

l

チ
ェ
な
ど

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
性
格
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
意
味
す
る
。
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
と
社
会
運
動
と
の
関
係
で
は
一
八
六
0
年
代
な
ど
の
ロ
シ
ア
の

そ
れ
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
ロ
シ
ア
語

の
意
味
が
鮮
明
に
し
て
い
る
よ
う
に
明
白
な
「
否
定
主
義
」
と
呼
ば
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
-
一
ヒ
リ
ズ
ム
の
社
会
的
功
罪
は
と
も
か
く
と
し

て
、
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
点
だ
け
か
ら
み
れ
ば
実
存
主
義
よ
り
さ

ら
に
活
発
な
行
動
に
直
結
し
易
い
。

う
ま
り
実
存
主
義
が
「
生
」
の
決
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本

来
的
な
意
味
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
「
生
の
創
造
」p
の
瑚
芽
を
常
に
内
包
し

て
い
る
も
の
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
は
目
採
が
な
い

か
ら
、
た
と
え
ど
れ
だ
け
社
会
の
「
壁
」
に
抵
抗
し
、
直
接
的
な
破
綾
活

動
を
す
る
に
せ
よ
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
で
は
い
か
に
生
き
た
ら
よ
い
の
か

と
い
う
指
棋
に
た
い
し
て
の
回
答
は
得
ら
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
段
階
か
ら
、
よ
り
一
層
強
く
社
会
の
「
鐙
」
を
意

識
さ
せ
ら
れ
、
同
時
に
自
ら
の
無
L刀
さ
が
伴
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
生
を

志
向
す
る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
「
逃
避
」
、
「
寓
話
」
、
「
風
刺
」
と
い
う

発
現
形
態
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
実
存
主
義
と
い
い
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
い
、
逃
避
、
寓
話
、

風
刺
と
い
い
、
こ
う
い
う
形
態
で
現
れ
た
批
判
的
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

い
ず
れ
も
非
人
間
的
な
社
会
の
壁
の
こ
ち
ら
側
か
ら
そ
れ
に
抵
抗
し
て
い



る
姿
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
、
人
聞
の
考
え
得
る
最
後
の
意
識
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
て
、
そ
の
社
会
の
「
壁
」
を
飛
び
越
え
て
、
逆
に
壁
の
向
う
側
か
ら

社
会
の
壁
に
抵
抗
す
る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
現
形
態
が
あ
る
。
そ
れ

が
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
条
件

と
し
て
、
か
な
ら
ず
や
実
存
主
義
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
成
立
す
る
場
合
の
よ

う
な
、
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
く
批
判
的
な
人
間
の
意
識
の

極
限
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
批
判
性
こ
そ
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
成
立
の
た
め
の
最
も
基
本
的
な
動
力
源
で
あ
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
言
葉
が
ト
，
マ
ス
・
モ
ア
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
こ
の

言
葉
が
世
界
的
に
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
一
六
世
紀
以
降
の

こ
と
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
源
泉
は

は
る
か
古
代
に
ま
で
遡
る
。
ト
マ

λ

・
モ
ア
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
ユ
ー

ト
ピ
ア
が
き
わ
め
て
西
欧
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
り
に
西
欧
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
け
を
考
え
る
に
し
て
も
、
そ

も
そ
も
西
欧
的
思
考
の
精
神
的
底
流
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に

二
つ
の
知
的
・
道
徳
的
源
泉
を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思

想
の
場
合
と
て
も
例
外
で
は
な
く
、
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
ま
た
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
と
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
な
か
に
重
要
な
思
想
的
源
泉
を
も
つ
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
け
で
は
な
し
に
、
広
く
世
界
的
な
立
場

か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
恩
想
史
を
考
・
祭
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
源

泉
の
ほ
か
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
中
国
、
イ
ン
ド
な
ど
の
古
典
的
な
ユ
l
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ト
ピ
ア
恩
狙
の
源
泉
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
に
も
い
く
つ
か
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
意

識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
露
と
い
う
視
角
か
ら
検
討
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
こ
れ
ら
東
西
の
典
型
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

構
想
力
に
ま
で
は
遥
せ
ず
、
そ
の
大
部
分
が
風
刺
的
段
階
の
も
の
と
私
は

考
え
る
。

は
じ
め
に
概
念
規
定
を
行
っ
た
よ
う
に
、
本
来
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い

う
も
の
は
、
人
聞
が
生
を
志
向
す
る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
意
味
に

お
い
て
常
に
文
明
の
指
標
に
な
る
の
だ
が
、
文
明
と
は
、
そ
の
語
源
が
端

的
に
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
の
「
都
市
」
(
キ
ウ
イ
タ

ス
)
あ
る
い
は
「
市
民
」
(
キ
ウ
イ
ス
)
と
い
う
概
念
と
街
接
な
関
係
に

あ
り
、
一
言
で
い
う
な
ら
ば
M

都
市
建
設
運
動
u
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
常
に
「
都
市
化
」
と
密
接
不
可
分
な
関
係

に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
特
質
の
第
一
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
変
容
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
状
態
や
自
然
の
ま
ま
の
風
景

な
ど
は
、
た
と
え
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
神
秘
的
・
魅
惑
的
で
美
し
く
と

も
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
な
り
得
な
い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
ま
ず
批
判
的
精
神

に
裏
付
け
さ
れ
た
人
間
の
構
想
力
か
ら
出
発
し
て
常
に
周
囲
の
自
然
に
挑

戦
し
、
自
然
を
人
聞
に
と
っ
て
よ
り
よ
き
も
の
に
す
る
た
め
に
変
化
さ
せ

て
ゆ
く
よ
う
な
徹
底
的
に
人
工
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

西
欧
社
会
に
は
昔
か
ら
自
然
法
と
い
う
一
貫
し
た
思
想
の
伝
統
が
あ
り
、

西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
常
に
人
間
と
自
然
と
の
対
立
関
係
が
明
白
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
自
然
観
と
は
非
常
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に
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。

日
本
で
は
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、
自
然
を
む
し
ろ
素
直
に
受
容

し
て
、
「
花
鳥
風
月
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
の
美

を
精
神
の
高
さ
と
一
致
さ
せ
て
、
そ
の
次
元
で
{
高
度
な
精
神
性
を
維
持
し
、

す
ぐ
れ
た
芸
術
性
を
発
持
し
て
き
た
。
日
本
人
の
こ
の
自
然
観
は
ど
こ
に

そ
の
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?
む
ろ
ん
そ
の
解
明
は
大
問
題
に
違
い

な
い
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
関
係
で
、
そ
の
根
本
的
な
一
点
だ
け
に
着
目

す
れ
ば
、
日
本
人
の
恩
考
の
原
点
に
は
、
自
然
と
人
間
と
の
き
び
し
い
対

立
闘
係
を
規
定
す
る
西
欧
的
な
聖
書
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
く
、
そ
の

か
わ
り
、
日
本
人
の
精
神
的
風
土
の
伝
統
は
ほ
と
ん
ど
和
歌
の
精
神
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
一
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
得

る
こ
と
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
、
西
欧
的
思
考
の
原
点
に
あ
る
べ
き
原
罪
と
い
う
意
識
、
す
な

わ
ち
原
始
的
自
然
状
態
か
ら
の
人
間
の
分
離
・
独
立
と
い
う
恨
元
的
な
孤

独
の
自
覚
は
、
少
な
く
と
も
日
本
人
の
伝
統
的
な
思
考
の
原
点
に
は
な
い
。

日
本
に
現
存
す
る
最
も
古
い
山
内
籍
の
代
表
は
『
古
事
記
』
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
は
広
義
に
お
い
て
は
一
種
の
「
神
話
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主

た
る
内
容
は
皇
室
の
祖
先
神
が
い
か
に
し
て
こ
の
国
土
を
生
み
出
し
、
そ

の
子
孫
が
そ
れ
を
い
か
に
し
て
統
治
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
述
べ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
神
の
名
を
語
り
な
が
ら
も
、
実
際
は
古
代
国
家
形
成
時
代

に
お
け
る
国
家
統
治
の
政
治
的
背
国
を
明
白
に
示
し
た
も
の
で
、
西
欧
的

な
意
味
で
い
う
ミ
ト
ロ
ジ
ー
と
い
う
概
念
か
ら
は
非
常
に
か
け
離
れ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ミ
ト
ロ
ジ
l

と
は
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ミ
ュl
ト

ス
か
ら
出
た
概
念
で
あ
っ
て
、
ミ
ュ
l

ト
ス
と
は
常
に
ド
タ
サ
に
対
立
す

る
批
判
的
概
念
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
西
欧
的
な
意
味
で

の
ミ
ュ
l

ト
ス
は
当
然
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
発
展
す
る
契
機
を
内
包
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
本
来
、
そ
の
思
想
の
出
発
点
に
ド
F

サ
に
対
立
す
る
批

判
的
要
素
と
し
て
の
ミ
ュ
l

ト
ス
を
も
た
な
い
日
本
の
神
々
の
話
し
は
、

少
な
く
と
も
西
欧
的
な
青
山
味
で
の
「
神
話
」
で
は
な
い
し
、
そ
の
結
果
、

こ
れ
ら
の
な
か
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
本
源
的
な
母
胎
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。

日
本
人
の
精
神
の
故
郷
は
む
し
ろ
『
万
禁
集
』
の
方
に
集
約
化
し
て
い

る
と
み
る
方
が
至
当
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
和
歌

の
伝
統
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
連
綿
と
し
て
天
皇

家
や
貴
族
社
会
を
通
じ
て
庶
民
一
般
の
聞
に
お
い
て
さ
え
、
最
も
格
調
の

高
い
精
神
生
活
の
表
明
と
し
て
持
続
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
和
歌
を
読
め
ば
す
ぐ
に
気
が
つ
く
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
歌
の
題
材
は
四
季
と
恋
情
と
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

た
し
か
に
日
本
の
一
年
が
四
つ
の
季
節
に
か
な
り
明
白
に
区
分
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
い
自
然
の
状
景
が
現
れ
る
の
は
事
実
だ
が
、
日
本
人
の

大
部
分
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
四
季
の
推
移
に
強
い
親
し
み
を
も
ち
、
自
然

の
細
や
か
な
感
触
の
な
か
で
自
ら
の
繊
細
な
感
受
性
を
養
っ
て
き
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の
自
然
は
、
到
底
人
聞
が
挑
戦
し
改
変
す
べ
き

対
象
と
し
て
の
自
然
で
は
な
か
っ
た
。
古
代
に
お
け
る
恋
歌
に
し
て
も
そ

う
で
あ
る
。
男
女
の
想
い
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
恋
情
を
い
ち
ど
自
然
の

な
か
に
投
影
さ
せ
て
「
花
に
泣
き
、
月
に
泣
き
、
風
に
も
露
に
も
心
を
傷

め
る
」
と
い
う
発
想
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
自
然
界
の
事
象
と
人
間
の
精
神
性
と
が
一
致
融
合
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
は
そ
も
そ
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
成
立
す
る
基
盤
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
に
た
い
す
る
対
応
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
が
東
西
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
比
較
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
の
原
点
と
し
て
最

も
大
切
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
自

然
観
は
日
本
人
の
精
神
的
風
土
の
底
流
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
は
い
え
、
時
代
を
経
過
す
る
に
つ
れ
て
い
つ
ま
で
も
こ
の
古
代
的

な
自
然
観
が
原
始
素
朴
の
ま
ま
の
型
で
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
八
世
紀
の
中
頃
に
日
本
で
も
は
じ
め
て
近
代
的
な
自
然
観
に
目
覚
め

た
二
つ
の
重
要
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
発
生
す
る
。
そ
の
一
つ
は
安
藤
昌
益
の

『
自
然
真
営
道
』
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
平
賀
源
内
の
『
風
流
志
道
軒

伝
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
当
時
の
封
建
的
支
配
を
徹
底
的
に
批
判

し
た
点
に
お
い
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
成
立
の
第
一
条
件
た
る
批
判
力
と
新
ら
し

い
社
会
へ
の
構
想
力
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
一
種
の
社
会
改
革
の

鋭
い
提
言
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
な
に
も
東
洋
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
安
藤
田
日

益
の
場
合
は
、
一
七
世
紀
半
ば
頃
の
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
性
絡
に

よ
く
似
た
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
私
が
こ
こ
で
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
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h
R
R
賞
、

(
H
E
H
)
・
。
R
E
E
d
ぐ
宮
島
B
E
T
=
ヨ
ミ
白
ミ
ミ
」
マ
同
町
民
ロ
ミ

S

白
ミ
ミ
\
口
、
道
ェ
。8
3
・
」
国
百
四
回
国
民
門
戸
口
問

g
ロ

h
a
Q
p
h
w
g
著
書

S

在
中

白

h
s
q
h
.
0
R
b
E
=
ハH
a
s
-な
ど
で
あ
る
。

時
間
の
関
係
で
内
容
の
検
討
に
入
る
余
裕
の
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、

つ
ま
り
、
一
つ
の
大
き
な
革
命
的
な
時
期
に
現
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
特
色
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は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
社
会
に
密
着
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に
実

際
の
改
革
案
と
い
う
色
彩
が
淡
く
な
り
、
そ
の
分
だ
け
雄
大
な
構
想
力
は

し
ぼ
ん
で
し
ま
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
革
命
の
時
代
と
い
う
も
の
は
、
現

実
の
社
会
行
動
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
改
革
が
可
能
だ
と
い
う
確
信
に
基
づ

い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
た
と
え
現
実
の
社
会
の
「
壁
」
を
強
く
意
識
し

た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
自
ら
の
現
実
批
判
が
た
ち
ま
ち
そ
の
人
の
死
を
意

味
す
る
と
い
っ
た
極
限
状
況
に
ま
で
は
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
か
も
、
こ
う
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
基
本
的
性
格
と
い
う
も

の
は
西
欧
も
東
洋
も
区
別
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
社
会
的

状
況
を
与
え
る
な
ら
ば
、
東
西
の
相
違
と
い
う
こ
と
は
目
立
た
な
く
な
っ

て
く
る
。
両
者
の
相
違
が
明
白
に
な
る
の
は
、
最
も
追
い
つ
め
ら
れ
た
意

識
が
、
生
を
志
向
す
る
場
合
、
も
は
や
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
の
原
点
に

立
ち
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
を
考
察
す
る
場
合
、
第
二
の
特
質
と
し
て
問
題
に

な
る
の
が
宗
教
と
の
関
係
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
間
題
も
根
源
的
に
は
人

間
と
自
然
と
の
対
立
関
係
を
軸
と
し
て
回
転
さ
れ
る
問
題
な
の
だ
が
、
少

な
く
と
も
西
欧
的
思
考
の
原
点
に
は
常
に
自
然
か
ら
の
人
間
の
分
離
ー
ー

を
れ
ゆ
え
の
「
孤
独
の
自
覚
」
が
あ
る
g

古
代
人
は
そ
の
孤
独
を
ア
ダ
ム

と
イ
プ
の
物
語
り
に
託
し
て
表
明
し
た
し
、
そ
こ
に
成
立
す
る
「
原
罪
」

の
問
題
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
西
欧
的
思
考
の
な
か
に
は

深
く
密
着
し
て
い
る
。
こ
の
「
孤
独
の
自
覚
」
は
当
然
に
自
由
へ
の
強
烈

な
欲
求
と
な
っ
て
現
れ
る
。

西
欧
に
お
い
て
、
こ
の
自
由
の
問
題
は
昔
か
ら
永
い
期
間
に
わ
た
っ
て

「
自
由
意
志
」
の
問
題
と
し
て
追
求
さ
れ
続
け
て
き
た
し
、
今
日
で
も
こ
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の
問
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
や
理
論
の
根
底
に
大
き
な
問
題
と
し
て
横
た

わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
「
自
由
意
士
山
」
の
問
題
が
永
い
問
、

宗
教
上
の
教
義
の
主
要
命
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
宗
教
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、

私
の
視
点
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
、
人
聞
が
「
生
」
を
志
向
す
る
意

識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
な
も
の
と
規
定
す
れ
ば
、
宗
教
も
ま
た
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
結
局
は
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の

推
測
も
出
て
く
る
か
と
思
わ
れ
る
ロ
た
し
か
に
こ
の
両
者
は
類
似
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
根
本
的
に
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
こ
の

点
で
は
マ
ル
チ
γ
・
プ
l

パ
ー
が
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
途
』
の
な
か
で
明4一
目

し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
と
も
が
「
正
し
き
も
の
へ
の
想
念
」
で
あ
る
こ

と
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
の
場
合
に
は
「
そ
れ
が
啓
示
に
お
け
る
正

し
き
も
の
へ
の
想
念
」
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
合
に

は
理
念
に
お
け
る
正
し
き
も
の
へ
の
想
念
で
あ
り
、
そ
の
意
識
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
帰
結
も
、
「
正
し
き
も
の
へ
の
想
念
」
が
、
宗
教
の
場
合
に
は
「
完

全
な
る
時
間
の
う
ち
に
救
世
主
的
な
終
末
鋭
と
し
て
完
成
す
る
」
の
に
た

い
し
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
合
に
は
「
完
全
な
る
空
間
像
の
な
か
に
完
成

す
る
」
の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
こ
の
自
由
再
開
芸
仙
の
問
題
は
と
く
に
世
界
の
一
神
教
に

お
い
て
は
そ
の
教
義
上
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
世
界

の
戸
神
教
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
ユ
〆
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
九
ラ
ム

教
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
教
義
上
、
自
由
意
志
を

認
め
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
現
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
宗
教
と
は
対
立
し
て

い
な
い
プ
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
宗
教
で
人
間
の
自
由
背
苫
仙
の
存
在
を
許
容

し
な
い
教
義
が
強
調
さ
れ
る
と
き
に
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
宗
教
の
側
か
ら

「
兵
端
」
と
い
う
焔
印
を
抑
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ユ
タ
ヤ
教
の
よ
う
に
自
由
意
志
を
認
め
る
宗
教
に
あ
っ
て
は
旧
約
聖
書

が
い
ち
ば
ん
よ
い
例
で
あ
る
よ
う
に
、
宗
教
上
の
教
典
そ
の
も
の
が
一
つ

の
立
派
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
根
本
理

念
は
、
た
と
え
ば
『
申
命
記
』
の
第
一
一
章
に
も
貌
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
も
し
あ
な
た
が
主
の
命
令
に
聞
き
従
う
な
ら
ば
:
:
:
(
略
)
、
従
わ
な
い

な
ら
ば
:
・
:
ハ
略
〉
:
:
:
」
と
い
う
具
合
に
、
最
後
の
決
定
は
人
間
の
自

由
な
選
択
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
し
、
『
申
命
記
』
第
三O
掌
の
ご
と
き
は
明

白
に
「
あ
な
た
は
い
の
ち
の
道
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
い

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
教
義
の
核
心
を
紀
元
一
世
紀
頃
の
ユ
〆
ヤ
教

の
碩
学
ラ
ピ
・
ア
キ
パ
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
言
っ
て
い
る
|
|
「
す
べ

て
は
予
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
選
択
の
自
由
は
与
え
ら
れ
て
い
る
」

(
『
ミ
シ
ュ
ナ
』
〉
と
。

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
も
同
様
で
、
初
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
概
ね
人
間

の
自
由
背
主
山
は
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
思
想
環
境
の
な
か

で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
「
神
の
国
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
が
非
常
に
多

い
。
し
か
し
、
時
代
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
次
第
に
宗
教

の
側
か
ら
異
端
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
キ
リ
マ
ハ
ト
教

の
教
義
に
お
い
て
、
神
の
恩
寵
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
人
間
の
自
由
意
志
の

存
在
は
教
義
的
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
一
五

二
四
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
エ
ラ
ス
ム
ス
が
一
人
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
と
し
て
『
自
由
意
中
主
制
』
を
書
い
て
ル
タ
ー
を
批
判
し
た
た
め
、
そ

の
翌
年
に
ル
タ
ー
が
『
奴
殺
意
志
論
』
を
も
っ
て
こ
れ
に
答
え
た
こ
と
は



ユートピアの成立

あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
常
に
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
の
思
想
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
で
も
自
由
意
志
の
問
題
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
重
大
な
関
係
が

あ
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
死
後
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
初
期
に
は
、
大
勢

が
自
由
意
志
の
否
定
に
傾
い
た
が
、
や
が
て
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
が
シ

リ
ア
の
学
者
の
な
か
か
ら
お
こ
っ
た
ロ
つ
ま
り
、
従
来
の
宿
命
絶
対
を
国

守
す
る
「
ジ
て
フ
ル
派
」
に
た
い
し
て
自
由
意
志
を
認
め
る
批
判
者
「
カ

〆
ル
派
」
が
現
れ
た
。
し
か
も
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、
こ
と
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
派
の
哲
学
が
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
て
こ
の
事
態
は
決

定
的
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
影
響
を
受
け
て
イ
ス

ラ
ム
教
の
世
界
で
も
「
理
知
」
の
権
威
が
思
想
界
に
重
き
を
な
し
、
コ
ー

ラ

γ

の
解
釈
も
非
常
に
理
論
的
と
な
り
、
人
聞
に
自
由
意
志
の
あ
る
こ
と

が
理
論
的
に
定
式
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
う
時
代
の
精
神
的
風
土
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
世

界
で
は
一
二
世
紀
に
ベ
ル
シ
ャ
で
オ
マ
l

ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
が
出
現
し
、

一
四
世
紀
に
は
ア
ル
フ
ァ
ラ
ピ
な
ど
が
出
現
し
て
自
由
か
つ
雄
大
な
構
想

力
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
出
現
さ
せ
た
。

同
じ
非
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
そ
こ
に
か
な

り
大
き
な
性
絡
の
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
狼
元
は
、
や
は
り
思
想
の
原

点
の
問
題
に
還
元
し
て
考
察
し
な
い
と
そ
の
意
味
が
明
白
に
な
ら
な
い
と

私
は
考
え
る
。
同
じ
非
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
ア
ラ
ブ
世
界
の
ユ
ー
ト

ピ
ア
が
日
本
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
近
い
と
い

う
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
地
理
的
な
理
由
か
ら
だ
け
で
は
説
明
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
ア
ラ
ブ
人
に
と
っ
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て
の
思
考
の
原
点
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
西
欧
的
思
考
の

原
点
に
接
合
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
孤
独
の
自
覚
」

や
自
由
へ
の
欲
求
も
か
え
っ
て
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
出
発
点
と
類
似
し

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
日
本
の
精
神
的
胤

土
の
な
か
で
は
、
自
由
意
志
の
問
題
が
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
追
究
さ
れ
た
こ

と
は
な
い
し
、
そ
の
こ
と
は
日
本
人
の
孤
独
感
の
性
質
が
、
人
間
と
し
て

の
綴
元
的
な
も
の
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
し
に
、
き
わ
め
て
即
物
的
も

し
く
は
生
活
次
元
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
り
出
て
く
る

「
生
」
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
生
活
次
元
的
な
理
想
に
解
消
さ
れ
て

し
ま
う
場
合
が
多
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
の
大
部
分
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

が
誠
刺
的
段
階
で
と
ど
ま
る
か
政
治
小
説
の
類
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
そ

の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
あ
ま
り
に
生
活
次
元
的
な
こ
と
だ
け
に
そ
の
「
生
」
の
中
山
向
が

つ
き
進
む
場
合
に
は
、
非
常
に
危
険
な
方
向
を
た
ど
る
可
能
性
も
大
い
に

あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
社
会
生
活
の
改
諮
問
を
究
極
の
目

標
と
し
、
人
間
の
存
在
的
価
値
の
全
体
的
把
握
を
無
視
し
た
よ
う
な
ユ
ー

ト
ピ
ア
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
強
烈
な
る
有
効
性
の
追
究
と
い
う
と
こ
ろ
へ

「
生
」
の
意
識
が
集
約
化
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
近
代
の
世
界
史
が
教
え

る
と
お
り
、
本
能
生
活
的
次
元
に
お
け
る
有
効
性
の
あ
く
な
き
追
究
は
ま

さ
し
く
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
決
定
主
義
に
趣
く
可
能
性
を

常
に
内
包
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
く
に
本
来
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
定
着
し
て
い
な
い
日
本
の
風
土

の
な
か
に
お
け
る
各
種
共
同
体
に
は
、
い
つ
の
場
合
に
も
こ
の
危
険
が
伴

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
場
合
、
「
曲
民
本
主
義
」
と
い
う
も
の
と
密
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接
に
関
連
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

近
い
過
去
を
ふ
り
返
っ
て
も
、
日
本
社
会
に
お
け
る
「
由
民
本
主
義
」
と

共
同
体
と
の
結
び
つ
き
が
常
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
温
床
と
し
て
作
用
し
て
き

た
事
実
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
日
本
の
最
も
フ
ァ
シ
ズ
ム

的
な
解
決
を
目
指
し
た
五
・
一
五
事
件
の
指
導
者
の
一
人
に
橘
孝
三
郎
が

い
る
が
、
彼
が
こ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
革
命
に
失
敗
し
て
満
洲
に
亡
命
し
、
そ

こ
で
ま
と
め
た
記
録
に
『
国
民
共
同
体
王
道
国
家
農
本
建
設
論
』
(
一
九

三
二
)
と
い
う
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
日
本
の

m民
本
主
義
が
従
来

の
家
族
制
度
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
核
と
し
て
天
皇
制
国
家
を
形
成
し
、

そ
れ
が
直
ち
に
「
国
民
共
同
体
王
道
国
家
」
と
い
う
奇
異
な
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
し
て
、
れ
っ
き
と
し
た
日
本
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
侵
略
体
制
に
奉
仕

し
て
き
た
現
実
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
来
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
常
に
そ
の
よ
う
な
本
能
生

活
的
低
次
元
に
お
け
る
有
効
性
の
追
究
と
は
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で

あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
た
い
す
る
人
間
と
し
て
の
痛
烈
な

批
判
と
し
て
畳
場
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
特
質
の
第
一
-
一
は
シγ
メ
ト
リ

l
(
対
称
性
)
と

い
う
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
線
本
的
に
は
自
然
と
人
間
と
の
対
立

関
係
を
主
軸
に
し
て
回
転
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、

本
来
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
か
な
ら
ず
幾
何
学
的
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
概
念

が
一
つ
の
重
要
な
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
結
局
は
人
聞
の
理
知
に

よ
る
自
然
の
変
容
と
、
そ
こ
に
出
現
す
べ
き
空
間
像
の
設
計
を
端
的
に
示

す
も
の
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
合
に
は
、
一
般
の
建
築
設
計
と
は
異

な
り
、
常
に
平
等
の
精
神
を
基
調
と
す
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
構
想
さ
れ
る

空
間
像
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
左
右
均
衡
と
い
う
よ
う
な
幾
何
学
的
ジ

γ

メ
ト
リ
ー
を
重
大
な
構
成
要
素
に
し
て
い
る
。

西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
代
表
的
な
も
の
に
は
み
な
そ
の
よ
う
な
構
図
に

な
っ
て
い
る
の
が
普
通
だ
が
、
東
洋
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
典
型
的
な
も
の

は
こ
の
原
則
に
合
致
し
て
い
る
。

そ
の
よ
い
例
は
イ
γ
ド
の
場
合
で
、
イ
γ

ド
の
古
典
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア

で
最
も
大
切
な
も
の
の
一
つ
に
「
極
楽
浄
土
」
と
呼
ば
れ
る
パ
ラ
ダ
イ
久

が
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
想
は
、
仏
教
の
経
典
の
一
つ
で
あ
る

『
大
無
量
寿
経
』
の
な
か
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
拙
か
れ
て
い
る
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
構
図
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
祭
杷
堂
の
周
辺
に
七
重
の
石
垣
が

は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
七
つ
の
宝
石
で
で
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
樹
が
正
し
く
列

と
列
と
相
対
し
、
幹
と
幹
と
あ
い
の
ぞ
み
、
校
と
校
と
あ
い
な
ら
び
、
業

と
薬
と
あ
い
向
い
、
花
と
花
と
あ
い
従
い
、
実
と
実
と
あ
い
応
じ
て
茂
り
、

し
か
も
こ
の
並
木
は
直
線
的
で
左
右
に
均
衡
が
と
れ
て
お
り
、
そ
の
前
に

あ
る
大
さ
な
蓮
池
は
、
い
ず
れ
も
縦
、
横
、
深
さ
は
均
等
の
長
さ
で
、
正

方
形
状
の
池
の
内
側
に
は
人
工
的
な
階
段
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
造
は
き
わ
め
て
幾
何
学
的
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
基
調
に
し

て
い
る
。

し
か
し
、
同
じ
東
洋
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
日
本
人
の
思
考
す
る
シ
ソ
メ

ト
リ
ー
は
絵
画
的
な
そ
れ
に
変
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
で
構
想
さ
れ
た
「
極
楽
浄
土
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
後
、
中
国
を
経
由
し
て
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
た

が
、
面
白
い
こ
と
に
、
極
楽
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
蓮
池
が
日
本
で
作
ら
れ

る
と
、
た
と
え
ば
宇
治
の
平
等
院
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
幾
何
学
的
シ
ン
メ
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ト
リ
ー
に
支
え
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
蓮
池
の
構
想
と
は
全
く
違
っ
た
も

の
と
な
り
、
庭
園
の
な
か
の
池
と
し
て
ま
こ
と
に
美
し
く
、
す
な
わ
ち
絵

画
的
な
シ
γ

メ
ト
リ
ー
に
支
え
ら
れ
た
調
和
の
美
に
変
形
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
日
本
の
古
い
首
都
で
あ
る
京
都
の
街
は
ま
こ
と
に
幾
何
学

的
な
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
基
調
に
し
て
い
る
。
し
か
し
周
知
の
と
お
り
、
京

都
の
街
の
母
体
と
な
っ
た
の
は
平
安
京
で
あ
り
、
そ
れ
が
唐
の
長
安
を
そ

の
ま
ま
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
東
洋
的
思
考
の
な
か
で
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
は
古

く
か
ら
幾
何
学
的
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
概
念
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
部
分

で
は
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
東
洋
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
聞
に
大
さ
な
差
異

は
な
い
が
、
東
洋
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
な
か
で
も
、
日
本
の
伝
統
的
な
思
考

の
な
か
に
は
、
幾
何
学
的
で
あ
る
よ
り
も
、
絵
画
的
な
意
味
で
の
調
和
を

重
視
す
る
傾
向
、
が
は
る
か
に
強
い
。
こ
れ
も
日
本
の
美
し
い
自
然
と
、
そ

れ
に
対
す
る
日
本
人
の
受
容
的
な
自
然
観
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
し
、

日
本
の
す
ぐ
れ
た
絵
画
芸
術
は
こ
う
い
う
思
考
方
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
反
面
、
そ
う
い
う
思
考
形
態

は
日
本
に
典
型
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
定
着
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
結
呆

に
も
な
っ
て
い
る
。

報
告
の
時
聞
が
き
わ
め
て
短
時
間
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
他

多
く
の
実
証
過
程
を
省
略
し
て
い
き
な
り
結
論
へ
と
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
ま
こ
と
に
残
念
だ
が
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
素

材
と
す
る
多
少
の
分
析
結
柴
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
「
生
」
の
意
識
の
原

形
質
な
る
も
の
が
、
ち
ょ
う
ど
生
理
的
に
み
た
人
聞
の
原
形
質
の
場
合
と

51 

同
じ
よ
う
に
、
決
し
て
一
つ
二
つ
の
要
素
に
は
集
約
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
持
に
は
異
質
な
根
元
的
要
紫
が
「
関
係
」
的
に

結
合
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
正
常
な
人
間
の
「
生
」
の
窓
識
が
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
て
発
現
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
パ
タ
l
γ

を
社
会
的
な
構
図
と
し

て
把
握
す
る
な
ら
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
成
立
の
線
源
に
は
か
な
ら
ず
や
共
同
体

的
志
向
が
内
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

け
は
明
言
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
l
!

こ
の
点
、
マ
ル
チ
ン
・
プ
l

パ

ー
が
そ
の
箸
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
途
』
の
な
か
で
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
本
.
淑

的
希
望
は
真
の
、
同
時
に
全
的
に
共
同
社
会
的
内
容
を
含
む
人
類
共
同
社

会
を
目
ざ
し
て
い
る
」
と
断
言
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
て
は
全
く
同
感

す
る
も
の
で
あ
る
。
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逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立

|
|
シ
ュ
ト

l

ル
ベ
ル
タ
の
『
島
』
と
ハ
イγ
ゼ
の
『
ア

ル
デ
ィ
γ

ゲ
ロ
と
幸
福
な
島
々
』
を
素
材
に
し
て
|
|

藤

恵

良日

平

一
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
考
え
る
場
合
、
三
つ
の
概
念
を
明
確
に
区
別
し
な
い
と

議
論
は
混
乱
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。
そ
の
三
つ
の
概
念
と
は
、
付
ユ
ー
ト

ピ
ア
的
意
識
、
同
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
骨
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
運
動
で
あ
る
。
こ
の

三
つ
の
概
念
の
う
ち
ユ
l

ピ
ア
的
意
識
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
が
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
し
て
又
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
運
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
意
識
の
定
義
は
社
会
哲
学
の
分
野
に
属
し
、
実
に
さ
ま
ざ
ま

な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ご
く
常
識
的
な
一
般
的
な
定
義
を
す
れ
ば
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
と
は
現
在
に
対
す
る
不
一
致
と
違
和
感
の
意
識
で
あ

り
、
そ
の
意
識
は
ま
さ
に
現
在
と
不
一
致
で
あ
り
現
在
に
対
し
て
違
和
感

を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
創
造
的
構
想
力
、
批
判
的
構
組
力
に
よ
り
理
想
性
の

追
求
へ
と
向
う
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
は
強
弱
の
度
合
い
の
相
違
こ
そ
あ

れ
い
か
な
る
国
に
も
い
か
な
る
時
代
に
も
存
在
し
た
と
言
え
る
。
ユ
ー
ト

ピ
ア
的
意
識
は
思
想
に
内
在
す
る
と
同
時
に
時
代
の
諸
条
件
に
よ
り
た
え

ず
触
発
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
の
表
現
形
態
が
ユ

ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
運
動
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ュ
l

野
陛
r
r
r
t
r
F
L
I
C

ト
ピ
ア
と
は
純
粋
な
言
語
に
よ
る
表
現
世
界
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
運

動
と
は
言
語
に
よ
る
表
現
世
界
と
い
う
よ
り
は
こ
の
表
現
世
界
と
関
連
し

た
実
践
行
動
で
あ
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
運
動
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

意
識
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
関
係
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
あ
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
成
立
す
る
。
又
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
が
あ
る
以
上
そ
こ
に
は
必
ず
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
存
在
す
る
。
し

か
し
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
音
伊
識
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
ユ
ー
ト
ピ
ア

が
成
立
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
現
代
が
ま
さ
に
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。

現
代
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
は
強
烈
に
働
い
て
い
る
。
し
か
し
ス
キ
ナ
l

の

『
ウ
オ
ー
ル
デ
γ

・
ト
ク

l

』
以
後
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
称
し
う
る
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
ま
っ
た
く
成
立
し
て
い
な
い
。
ォ
l

ウ
ェ
ル
の
一
九
八
四
年
、
ハ

w
r

ク
ス
リ
l

の
『
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』
の
系
譜
を
つ
ぐ
ア
γ
チ
・
ユ
ー
ト

ピ
ア
が
特
に
S
F

の
領
域
に
頒
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
一
方
、
閣
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
、
怪
物
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
ど
と
い
う
倒
錯
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が

表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
閉
塞
状
態
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
は
無

数
の
実
験
共
同
体
、
局
地
的
集
団
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
運
動
を
生
み

出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
強
烈
に
あ
ら
わ
れ
て

い
な
が
ら
そ
れ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
時
代
閉

塞
に
陥
っ
た
現
代
の
精
神
状
況
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
現

代
の
重
要
な
思
想
的
課
題
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ニ
逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立

逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
に
つ
い
て
語
る
ま
え
に
、
「
逃
避
」
と
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い
う
言
葉
を
使
う
以
上
、
は
た
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
本
来
逃
避
的
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
も
と
も
と

現
在
批
判
と
理
想
設
定
を
本
質
と
し
て
お
り
、
そ
の
関
の
架
橋
を
考
え
な

い
。
従
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
本
来
逃
避
的
な
性
絡
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
科

学
へ
の
社
会
主
義
の
発
展
』
は
こ
の
点
に
つ
い
て
解
明
し
て
お
り
、
エ
ン

ゲ
ル
ス
の
著
作
の
読
み
方
は
多
様
で
あ
る
が
、
エ
γ

ゲ
ル
ス
の
著
作
が
ユ

ー
ト
ピ
ア
の
仰
値
を
お
と
し
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
エ
γ

ゲ
ル
久
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
科
学
へ
の
社
会
主
義
の
発
展
』
を
ユ
ー
ト

ピ
ア
把
揮
の
原
点
と
考
え
る
と
き
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
誤
解
さ
れ
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
真
仰
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

最
も
重
要
な
こ
と
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
に
つ
い
て
の
誤
解
で
あ
る
。
ト

1
7
λ

・
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
戻
れ
ば
、
も
と
も
と
ユ
ー
ト
ピ
ア

は
「
ど
こ
に
も
な
い
幸
福
な
場
所
」
と
し
て
の
空
論
で
あ
る
。
モ
ア
の
偉

大
さ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
λ

の
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
自
由
な
精
神
か
ら
空
論
を
空
論

と
し
て
現
在
の
ア
ン
チ
・
テ
l

ゼ
と
し
て
提
供
し
た
点
に
あ
る
。
彼
の
著

作
が
戯
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
点
に
由
来
し
て
い
よ
う
。

空
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
逃
避
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
自
明

の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
空
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
逆
に
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
そ
の
効
果
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
基
礎
に
は
先
に

述
べ
た
よ
う
に
現
実
を
批
判
す
る
精
神
、
創
造
的
批
判
的
構
想
力
、
理
想

性
の
追
求
が
あ
り
、
実
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
表
現
世
界
を
生
み
出
す
こ

の
根
本
の
意
識
が
も
っ
と
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
有
効
た
ら
し
め
て
い
る
の
だ
。

表
現
さ
れ
た
世
界
が
空
論
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ
の
底
に
あ
る
構
想
力
は
自
由
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な
精
神
と
む
す
び
つ
き
新
た
な
状
況
で
新
た
な
創
造
性
に
む
す
び
っ
く
可

能
性
を
苧
ん
で
お
り
、
思
想
運
動
に
も
表
現
の
変
革
に
も
関
与
で
き
る
の

で
あ
る
。
た
だ
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

か
ど
う
か
は
時
代
の
諸
条
件
に
よ
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
逆
に
「
科
学
」
と
い
う
同
定
し
た
立
場
に
立
っ
と
き
、

そ
れ
が
「
科
学
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
科
学
」
は
あ

る
場
合
に
は
「
真
理
」
と
誤
解
さ
れ
、
拒
否
と
批
判
と
否
定
の
精
神
を
一

面
的
に
限
定
し
、
硬
直
化
し
柔
軟
性
を
失
う
危
険
に
陥
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア

が
本
来
逃
避
的
で
あ
る
の
は
そ
の
本
質
か
ら
い
っ
て
自
明
の
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
反
面
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
逃
避
的
と
し
て
拒
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
側

面
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。

逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
概
念
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
も
つ
本
質
的
に

逃
避
的
な
性
絡
と
は
全
く
別
の
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
ユ

ー
ト
ピ
ア
の
一
般
的
な
成
立
構
造
を
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ユ

ー
ト
ピ
ア
の
成
立
構
造
を
知
る
た
め
に
便
宜
的
に
再
建
型
又
は
逃
避
型
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
逃
避
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
マ
ン
フ
ォ
ー

ド
、
ハ
ツ
ラ
l

、
プ
リ
ュ
ッ
ゲ
マ
ン
、
プ
ル
ン
ナ
ー
な
ど
で
あ
る
。
マ
ン

フ
ォ
ー
ド
は
観
念
の
世
界
と
現
実
の
世
界
を
分
け
、
観
念
の
世
界
の
二
つ

の
作
用
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
る
。
一
つ
は
き
び
し
い

現
実
に
直
面
し
た
と
き
避
難
所
、
代
償
行
為
を
求
め
る
作
用
で
こ
の
作
用

は
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
生
み
出
す
。
も
う
一
つ
の
作
用
は
将
来
に
お
い

て
人
聞
を
解
放
す
る
状
況
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
作
用
で
、
こ
の
作
用

は
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
創
造
す
る
。
ハ
ツ
ラ
ー
は
む
し
ろ
宗
教
的
ユ

l
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ト
ピ
ア
と
非
宗
教
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
区
別
し
、
一
方
は
こ
の
世
界
に
お
け

る
人
類
の
未
来
を
問
題
に
し
、
他
方
は
来
世
に
お
け
る
個
人
の
将
来
を
問

題
に
す
る
と
言
う
υ

又
、
プ
リ
ュ
ッ
ゲ
マ
ン
は
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
で
あ
る
『
フ
ェ
ル
ゼ
ン
プ
ル
F

島
』
に
関
連
し
て
「
誠
実
な
も
の

の
避
難
所
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

更
に
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
島
の
表
象
を
研
究
し
た
ホ
ル
ス
ト
・
プ
ル

γ
ナ
l

は
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
島
の
表
象
を
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
逃
避

的
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
ロ
ピ
γ
ゾ
ナ
l

デ
に
区
別
し
、
次
の
よ
う
に
解
釈
学
的

な
立
場
か
ら
定
義
し
て
い
る
。
ロ
ビ
ン
ゾ
ナ
l

デ
の
島
は
あ
く
ま
で
流
請

の
地
で
あ
り
、
世
界
と
社
会
の
外
に
あ
る
。
島
は
除
外
を
意
味
す
る
内
面

空
間
で
空
聞
は
否
定
的
に
評
制
さ
れ
、
島
の
摘
写
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
困
難

の
累
積
に
よ
り
社
会
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
強
め
る
。
社

会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
社
会
状
況
に
対
す
る
よ
り
よ
い
反
対
像
で
、
島
は
反

対
像
と
し
て
掛
か
れ
、
し
か
し
島
は
外
側
か
ら
考
察
さ
れ
内
面
白
閑
に
な

ら
な
い
。
著
者
も
読
者
も
島
の
虚
構
と
し
て
の
性
格
を
知
っ
て
い
る
。
描

写
は
現
実
を
模
倣
せ
ず
模
範
的
で
人
工
的
な
実
験
領
域
を
提
示
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
現
実
に
存
在
す
る
世
界
の
よ
り
よ

い
反
対
像
で
、
島
は
社
会
の
外
側
に
あ
り
し
か
し
内
而q-聞
に
な
る
。
人

々
は
島
に
い
る
こ
と
を
夢
み
島
に
さ
ま
よ
っ
て
い
く
。
島
は
キ
リ
ス
ト
教

の
楽
園
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
島
に
は
自
我
へ

の
回
帰
と
共
同
体
へ
の
回
帰
の
二
重
の
回
帰
が
あ
り
、
国
家
と
社
会
は
拒

絶
さ
れ
る
。

再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
一
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
あ
る
意
味
で
は
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

h 

で
あ
る
が
、
他
の
意
味
で
は
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
う

る
。
こ
の
場
合
、
実
際
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
中
に
両
者
を
区
別
す
る
メ
ル
タ

マ
l

ル
を
さ
ぐ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
あ
ら
わ
れ
る
基
礎
に
は
、
現
実
と
不
一
致
の
意
識
の
ゆ
え
の
批
判

的
構
想
力
、
創
造
的
構
想
力
、
理
想
性
の
追
求
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
意
識
は
思
想
に
内
在
す
る
と
同
時
に
た
え
ず
時
代
の
諸
条
件
、

経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
精
神
的
条
件
な
ど
に
よ
り
触
発
さ
れ
る
ロ

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
直
接
的
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
成
立
す
る
場
合

に
は
お
お
む
ね
表
現
の
世
界
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
表
現

の
世
界
を
意
識
的
に
構
成
す
る
と
き
創
造
主
体
は
再
び
時
代
の
も
ろ
も
ろ

の
条
件
、
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
精
神
的
条
件
な
ど
に
よ
り
規
定

さ
れ
る
。
そ
の
と
き
与
衣
現
世
界
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
二
つ
の
方
向
に

分
か
れ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
一
つ
の
方
向
は
外
面
に
む
か
い
外
形
化
さ
れ

た
社
会
を
、
人
工
的
な
実
験
領
域
を
呈
示
す
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
も
う
一

つ
の
方
向
は
内
面
に
む
か
い
内
面
空
間
を
創
造
す
る
。
前
者
は
政
治
的
経

済
的
社
会
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
が
、
後
者
は
極
端
な
場
合
に
は
内

面
の
救
済
、
否
定
の
パ
ト
ス
に
お
わ
る
。
前
者
、
が
再
建
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

で
あ
り
、
後
者
が
逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
「
再
建
」
、
「
逃
避
」

と
い
う
言
葉
は
表
現
世
界
の
構
成
に
お
け
る
態
度
を
意
味
し
て
お
り
そ
れ

自
体
と
し
て
は
価
値
評
価
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
反
面
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
し
て
の
評
価
は
や
は
り
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
思
想
と

文
学
の
中
間
に
あ
り
、
悶
有
の
領
域
を
形
成
し
て
お
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は

あ
く
ま
で
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
守
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ユートピアの成立

内
面
性
へ
の
回
帰
に
な
り
社
会
的
な
広
が
り
を
も
た
な
い
逃
避
型
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
は
低
い
評
価
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
再
建
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
最
も
典
型
的
な
例
は
近
代
の
国
家
小
説

で
あ
り
、
逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
最
も
良
い
例
は
古
代
、
中
世
の
宗
教

的
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。

三
シ
ュ
ト

l

ル
ベ
ル
ク
の
『
島
』
と
ハ
イ
ン
ゼ
の
『
ア
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ロ

と
幸
福
な
島
々
』

逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
ユ

ー
ト
ピ
ア
、
シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル

F
(
一
七
五
O
l
一
八
一
九
〉
の
『
島
』

(
一
七
八
八
〉
と
ハ
イ
ン
ゼ
ハ
一
七
四
九
|
一
八O
一
ニ
〉
の
『
ア
ル
デ
ィ

ン
ゲ
ロ
と
幸
福
な
島
々
』
ハ
一
七
八
七
)
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
一
般
に

十
八
世
紀
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
無
用
の
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀

は
「
ロ
ビ
ン
ソ
γ

・
ク
ル
l
ソ
l
」
の
時
代
で
あ
り
、
未
来
を
楽
観
的
に

見
通
し
え
た
時
代
で
、
危
機
的
状
況
は
な
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
成
立
し
な
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
オ
八
世
紀
に
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
は
大
体
認
め
ら
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
八
世
紀
に
は
、
「
善
良

な
野
蛮
人
」
と
い
う
形
態
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
ド
イ
ツ
で
は
十
八
世
紀
に
は
多
種
多
様
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
は
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
形
象
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
又
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

形
象
は
、
あ
る
と
き
は
島
の
表
象
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
牧
歌
の
形
式
を

と
り
、
あ
る
と
き
に
は
学
問
的
政
治
的
施
策
と
な
り
、
あ
る
と
き
に
は
ロ

ビ

γ
ゾ
ナ
l

デ
と
結
合
し
た
形
態
を
と
る
。

十
六
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
の
後
進
性
は
十
八
世
紀
に
な
っ
て
も
全
般
的

に
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
十
八
世
紀
も
な
か
ば
す
ぎ
る
と
フ
ラ
ン
λ
、
イ
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ギ
リ
ス
か
ら
文
化
、
思
想
、
文
学
の
流
入
が
激
し
く
、
知
識
人
は
頭
脳
の

中
で
は
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
漠
然
と
で
も
理
解
す
る
が
、
現
実

に
は
見
通
し
が
き
か
な
い
の
で
、
そ
こ
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
が
強
烈

に
あ
ら
わ
れ
、
多
種
多
様
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
形
象
の
表
現

に
つ
な
が
る
。
し
か
も
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
後
進
性
と
い
う
成
立
条
件
に

規
定
さ
れ
て
外
形
化
さ
れ
た
表
現
世
界
を
構
成
す
る
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

よ
り
も
社
会
的
広
が
り
の
な
い
内
面
空
閣
を
描
く
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
後
進
性
状
況
に
お
け
る
意
識
と
表
現
の
不
一
致
、

批
判
性
と
表
現
の
不
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。

シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル
タ
は
「
ゲ
ッ
テ
ィ
γ

ゲ
ン
森
の
詩
社
」
の
詩
人
で
あ
り
、

主
と
し
て
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
F
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
本
来
牧
歌
詩
人
、

自
然
詩
人
で
あ
る
。
彼
の
『
島
』
と
い
う
作
品
は
対
話
の
形
式
で
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
し
て
の
島
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
発
生
の

摂
拠
は
一
つ
に
は
後
進
性
を
背
負
っ
た
ド
イ
ツ
の
み
じ
め
さ
、
と
り
わ
け

領
邦
国
家
の
批
判
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
コ
ル
シ
カ

島
の
問
題
に
対
す
る
民
族
主
義
的
心
情
で
あ
る
ロ
シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル
F
の

描
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
大
体
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
島
」
に
生
活
す
る
人
々

は
賢
人
で
あ
り
聡
明
な
隠
者
で
あ
る
。
ロ
ピ
γ
ソ
ン

-
F

ル
l

ソ

l

に
関

す
る
言
及
が
あ
る
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
l
ソ
ー
も
こ
の
作
品
で
は
隠

者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
い
わ
ば
隠
者
が
理
想
的
な

人
間
像
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
「
島
」
で
は
俗

界
か
ら
は
な
れ
た
自
由
、
隠
者
の
み
が
所
有
し
う
る
自
由
が
理
想
と
さ
れ

る
。
「
島
」
の
生
活
は
全
く
原
始
的
な
生
活
で
あ
る
が
「
善
良
な
野
蛮
人
」

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
っ
て
「
島
」
に
は
健
全
な
道
徳
の
精
神
が
支
配
し
て
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い
る
。
簡
素
、
知
慧
、
教
養
、
良
き
習
俗
、
秩
序
、
自
制
な
ど
の
生
活
実

践
に
関
連
し
た
徳
性
が
尊
重
さ
れ
、
学
聞
は
そ
の
よ
う
な
徳
性
を
堕
落
さ

せ
る
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
。
単
純
な
政
治
制
度
、
法
律
制
度
、
経
済
制
度

し
か
「
島
」
に
は
な
く
、
政
治
制
度
は
家
父
長
制
で
あ
り
、
法
律
制
度
は

習
俗
に
基
づ
い
た
法
律
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
経
済
制
度
と
し
て
は
財
の

平
等
の
み
を
あ
げ
て
お
り
、
財
の
平
等
と
共
に
知
的
な
平
等
も
主
張
さ
れ

て
い
る
。
教
育
は
法
律
の
暗
記
を
基
礎
と
し
規
律
と
し
つ
け
が
重
要
視
さ

れ
る
。
要
す
る
に
「
島
」
で
の
生
活
は
個
性
を
無
視
し
、
道
徳
的
な
純
粋

さ
以
外
の
一
切
の
自
由
の
な
い
画
一
的
な
生
活
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
厳
絡

な
権
威
主
義
的
な
家
父
長
制
が
支
配
し
て
い
る
。
確
か
に
隠
者
、
道
徳
的

な
生
活
、
学
問
の
排
斥
、
原
始
生
活
な
ど
の
い
ず
れ
も
時
代
批
判
に
つ
な

が
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
批
判
は
本
当
の
意
味
で
の
社
会
的
広
が
り

の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
ハ
イ
γ

ゼ
が
『
ア
ル
デ
ィ
ソ
ゲ
ロ
と
幸
福
な
島
A

』
で
呈
示
し

た
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
シ
ュ
ト
l

ル
ベ
ル
タ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
好
対
照
を
な
し

て
い
る
。
ハ
イ

γ
ゼ
の
作
品
は
十
六
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
と
し
て
お

り
、
そ
の
小
説
の
筋
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
メ
デ
ィ
チ
家
の
政
争
か
ら
父
を

失
っ
た
ア
ル
デ
ィ
γ

ゲ
ロ
と
い
う
人
物
が
父
の
暗
殺
者
を
殺
害
し
迫
害
を

の
が
れ
る
た
め
に
イ
タ
リ
ア
各
地
を
放
浪
し
最
後
に
エ
ー
ゲ
海
の
二
つ
の

島
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
発

生
根
拠
に
は
宮
廷
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
問
題
の
背
後
に
は
ド
イ
ツ
の
後

進
性
か
ら
く
る
み
じ
め
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
反
対
世
界

の
叙
述
が
と
ぽ
し
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
一
切
の
外
界
か
ら
独
立
し
て
お
り
、

外
界
を
無
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
現
実
に
対
応
し
た
批
判
精
神

と
理
想
性
の
追
求
が
稀
簿
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
本
質
は

宮
廷
の
秩
序
で
あ
れ
市
民
的
秩
序
で
あ
れ
一
切
の
姪
桔
か
ら
独
立
し
、
こ

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
男
性
も
女
性
も
平
等
で
人
絡
の
完
全
な
自
由
が
認
め

ら
れ
る
。
社
会
的
負
担
を
で
き
る
だ
け
軽
く
し
、
生
の
歓
喜
、
最
高
の
自

由
、
甘
美
な
逸
楽
を
あ
じ
わ
い
、
生
を
最
大
限
に
享
受
し
よ
う
と
し
、
こ

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
原
理
は
力
を
享
楽
す
る
こ
と
、
対
象
と
享
楽
、
政
府
と

教
育
は
す
べ
て
の
も
の
を
調
達
し
強
め
美
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ー

ト
ピ
ア
及
び
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
成
員
の
活
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
戦
争

も
品
同
定
さ
れ
る
。
斐
す
る
に
一
切
の
抑
圧
を
廃
楽
し
一
切
の
秩
序
の
外
側

に
あ
る
生
の
自
由
と
享
楽
を
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
本
質
と
し
て
お
り
、
い

わ
ば
美
的
選
良
の
支
配
す
る
社
会
で
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
は
デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
生
の
陶
酔
と
楽
闘
の
イ
メ
ー
ジ
が
融
合
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
矯
激
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
一
切
の
外
界
を
無
視
し
て
独
立
し
て

成
立
す
る
の
は
、
逆
に
い
え
ば
外
界
が
偏
狭
で
悶
阪
で
狭
隆
で
し
か
も
動

か
し
が
た
い
か
ら
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
外
界
の
変
革
の
断
念
か
ら
成

立
し
て
お
り
、
そ
こ
に
自
由
な
精
神
が
み
と
め
ら
れ
て
も
内
面
空
間
と
な

る
一
種
の
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
な
っ
て
い
る
。

ジ
ュ
ト
l

ル
ベ
ル
タ
の
『
島
』
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
ハ
イ
ソ
ゼ
の

『
ア
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ロ
と
幸
福
な
島
4

』
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
好
対
照

を
な
し
て
い
る
。
一
方
は
秩
序
に
ま
も
ら
れ
た
安
息
感
、
隠
者
風
の
内
面

性
に
ひ
た
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
他
方
は
ア
ナ
l

キ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
一

切
の
外
界
を
無
視
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
二
つ
の
対
照

的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
発
生
す
る
根
拠
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
態
度
も
対
脈

的
で
あ
り
な
が
ら
肉
質
で
あ
る
。
一
般
に
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
ユ
l

ト
ピ



ユートピアの成立

ア
は
古
代
へ
の
憧
僚
の
形
態
を
と
っ
て
も
、
島
の
形
態
を
と
っ
て
も
、
の

が
れ
ら
れ
な
い
ド
イ
ツ
の
後
進
性
か
ら
由
来
す
る
内
面
空
間
を
構
成
す
る

逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
な
っ
て
い
る
。

四
ド
イ
ツ
古
典
文
学
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識

十
六
世
紀
か
ら
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
三
十
年
代
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
に

は
ユ
ー
ト
ピ
ア
又
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
形
象
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の

事
実
は
こ
の
時
代
の
知
識
人
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
を
抱
い
た
こ
と
の
証

左
で
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
初
め
フ
ラ
ン

λ
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
ド
イ
ツ
文

化
は
自
己
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
そ
の
『
ド
イ

ツ
論
』
で
高
度
の
文
化
と
非
税
実
的
性
絡
と
い
う
ド
イ
ツ
文
化
の
二
元
性

を
指
・
摘
し
、
ド
イ
ツ
が
詩
の
国
で
あ
り
音
楽
の
国
で
あ
る
と
い
う
ロ
マ

γ

主
義
的
な
ド
イ
ツ
鋭
を
作
り
上
げ
た
。
更
に
ス
タ
ー
ル
夫
人
に
対
抗
し
て
、

ハ
イ
ネ
は
一
八
三
0
年
代
に
ド
イ
ツ
論
を
展
開
し
、
観
念
の
世
界
で
高
尚

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
現
実
の
み
じ
め
さ
が
容
認
さ
れ
て
い
る
と
し
て
ド
イ

ツ
文
化
を
批
判
し
た
。
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
ハ
イ
ネ
の
ド
イ
ツ
文
化
論
は
理

念
と
現
実
の
不
一
致
と
い
う
ド
イ
ツ
文
化
の
二
元
性
の
認
識
を
基
礎
に
し

て
い
る
が
、
そ
の
一
許
制
は
正
反
対
で
あ
り
、
二
人
の
ド
イ
ツ
文
化
論
は
そ

の
後
の
ド
イ
ツ
文
化
論
の
展
開
の
出
発
点
と
な
る
。
例
え
ば
ヘ
ル
マ
ン
・

ノ

l

ル
や
コ
ル
フ
の
ト
イ
ツ
文
化
論
は
あ
き
ら
か
に

λ

タ
ー
ル
夫
人
の
ド

イ
ツ
文
化
論
を
継
承
し
て
お
り
、
啓
蒙
主
義
に
社
抗
し
て
起
っ
た
と
す
る

シ
ュ
ト

P

ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
ま
で
の
ド
イ
ツ

古
典
文
化
を
ド
イ
ツ
的
本
性
に
根
差
す
非
合
理
主
義
的
な
ド
イ
ツ
的
運
動

で
あ
る
と
把
渥
す
る
。
一
方
メ
ー
リ
ン
グ
の
「
美
的
仮
象
の
国
」
、
ァ
ブ

ッ
シ
&
の
「
内
な
る
王
国
」
、
トl
マ
ス
・
マ
シ
や
ル
カ
l

チ
の
ド
イ
ツ
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文
化
の
批
判
、
ァ
ド
ル
ノ
の
ド
イ
ツ
的
思
惟
に
認
め
ら
れ
る
そ
れ
自
体
に

お
い
て
と
い
う
思
考
方
法
の
批
判
は
ハ
イ
ネ
の
ド
イ
ツ
文
化
論
の
延
長
線

上
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ド
イ
ツ
文
化
論
の
基
礎
に
は
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
と

ハ
イ
ネ
が
指
摘
し
た
ド
イ
ツ
文
化
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
不
一
致
と
い

う
認
識
が
あ
り
、
し
か
し
そ
の
評
側
は
一
人
一
人
で
異
な
っ
て
い
る
。
理

念
と
現
実
の
不
一
致
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
背
山
識
の
表
現

で
あ
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
理
念
と
現
実
の
ホ
一
致
と
い
う
こ
と
は
、

現
実
に
現
在
に
不
一
致
の
意
識
を
抱
い
た
も
の
が
、
そ
の
不
一
致
の
青
山
識

の
ゆ
え
に
、
批
判
的
構
想
力
、
創
造
的
構
想
力
に
よ
り
理
想
性
の
追
求
へ

と
向
い
、
壮
大
な
理
念
の
世
界
を
構
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ド
イ
ツ
古
典
文
化
又
は
文
学
は
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
の

表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意
識
と

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
違
う
。
ド
イ
ツ
古
典
文
化
を
支
え
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
意

識
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
表
脱
さ
れ
る
と
き
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
特

異
性
に
よ
り
逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
成
立
す
る
。
そ
こ
に
後
進
性
文
化

に
お
け
る
意
識
と
表
現
、
批
判
と
表
税
の
不
一
致
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
逆
に
言
え
ば
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
逃
避
型
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
っ
て
も
、

ド
イ
ツ
古
典
文
化
が
逃
避
的
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
発
表
は
、

シ
ュ
ト
l

ル
ベ
ル
ク
の
『
島
』
、
ハ
イ
ン
ゼ
の
『
ア
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ロ
と
幸
福

な
島
々
』
と
い
う
特
殊
な
作
品
を
素
材
に
し
て
、
こ
の
特
殊
な
問
題
を
付

ユ
ー
ト
ピ
ア
全
体
の
問
題
、
白
ド
イ
ツ
文
化
の
問
題
性
と
い
う
一
般
的
問

題
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
究
極
の
意
図
は
‘
ド
イ
ツ
古
典

文
学
又
は
文
化
の
本
質
の
解
明
に
あ
っ
た
。

0 ・
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コ
メ
ン
ト
と
討
論

田
村
で
は
徳
永
先
生
に
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。

徳
永
最
初
に
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
ん
で
す
が
、
司
会
者
の
方
か

ら
コ
メ
ン
テ

l

タ
ー
を
や
ら
な
い
か
、
と
い
う
お
話
.
が
あ
り
ま
し
て
、
気
に

か
け
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ざ
ふ
た
を
あ
け
て
み
ま
す
と
、
一
応
と
に
か

く
オ
ル
ガ
ノ

γ

の
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
若
干
当
惑

し
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
ド
イ
ツ
の
比
較
的
新
し
い
と
こ
ろ
の
思
想
を
や

っ
て
い
る
の
で
、
モ
ア
に
つ
い
て
は
全
く
の
素
人
、
白
紙
に
近
い
状
態
で

す
。
司
会
者
に
お
願
い
し
た
い
の
で
す
が
、
第
二
次
大
戦
以
後
、
モ
ア
研

究
と
い
う
も
の
は
非
常
な
蓄
積
が
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う

点
か
ら
白
・
し
ま
し
で
も
歴
史
的
な
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
成
立
に
関

し
て
、
お
そ
ら
く
論
事
す
べ
き
必
要
な
問
題
点
と
い
う
ふ
う
な
も
の
は
、
数

限
り
な
く
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
点
私
は
分
り
ま
せ
ん
の
で
、

司
会
者
の
方
で
、
適
当
な
方
に
発
言
し
て
い
た
だ
く
、
と
い
う
お
世
話
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

中
野
先
生
の
ご
報
告
を
い
さ
さ
か
こ
ち
ら
の
方
へ
ひ
き
こ
み
す
ぎ
る
と

い
う
き
ら
い
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
強
い

て
モ
ア
の
歴
史
的
な
問
題
に
つ
い
て
印
象
を
申
・
し
ま
す
と
、
私
は
せ
い
ぜ

い
そ
ア
に
つ
い
て
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
、
た
し
か
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
先

駆
的
な
見
解
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
中
世
へ
の
あ
こ
が
れ
も
持
つ
と

い
う
こ
面
性
、
そ
う
い
う
時
代
的
制
約
性
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

を
概
説
書
で
読
ん
で
、
先
入
観
と
し
て
持
っ
て
い
た
訳
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
中
野
先
生
の
ご
報
告
、
あ
る
い
は
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
拝
見

い
た
し
ま
し
て
、
や
は
り
モ
ア
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
ラ
テ
ン
的

な
中
世
に
は
反
携
し
て
い
た
。
ポ
リ
ス
シ
ズ
ム
と
経
済
人
の
聞
は
非
連
続

で
あ
っ
て
そ
う
い
う
形
で
の
ギ
リ
シ
ャ
的
な
ポ
リ
ス
を
モ
メ
γ
ト
と
し
て

L
たそ

れ
か
ら
私
に
は
よ
く
分
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ふ
つ
う
は
や
は

り
新
世
界
の
発
見
と
、
大
航
海
時
代
の
世
界
史
的
視
閣
の
成
立
と
い
う
も

の
が
、
モ
ア
の
現
状
保
持
的
な
視
野
に
対
し
て
、
一
種
の
開
く
刺
激
を
与

え
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
解
釈
が
す
で
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

中
野
先
生
の
ご
解
釈
で
す
と
、
拝
金
主
義
の
大
航
海
ラ
ッ
シ
ュ
へ
の
道
徳

的
な
批
判
と
い
う
も
の
、
そ
れ
か
ら
新
大
陸
に
お
け
る
原
始
共
同
体
的
な

も
の
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
的
な
ポ
リ
久
、

つ
ま
り
近
世
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
分
類
の
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
り
ま

す
。
ド
l

レ
ン
と
い
う
人
の
「
願
望
空
間
と
願
望
時
間
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
当
て
は
め
て
み
ま
す
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
中
野

先
生
は
時
間
的
な
系
列
で
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
ポ
リ
ス
が
、
モ
ア
の
原
型
で

は
な
い
か
、
と
い
う
ご
発
言
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
辺
に
つ
い
て
す

こ
し
詳
し
く
お
う
か
が
い
で
き
れ
ば
。

そ
れ
か
ら
、
次
に
は
レ
ジ
ュ
メ
に
も
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル

ス
の
『
空
想
か
ら
科
学
』
へ
と
訳
さ
れ
て
い
る
あ
れ
以
後
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
い
う
も
の
の
意
味
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
定
着
し
た
。
そ
れ
は
確
か

に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
そ
れ
と
は
別
の
文
脈
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
闘
有

の
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
だ
、
と
い
う
点
は
私
も

同
感
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
私
が
考
え
ま
す
の
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
社
会
主
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
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か
ら
科
学
へ
と
言
っ
た
場
合
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
科
学
と
し
て
具
体
的
に
何

を
考
え
て
い
た
か
、
と
い
い
ま
す
と
、
ひ
と
つ
に
は
勿
論
現
実
と
理
想
と

の
か
け
わ
た
し
、
つ
ま
り
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
認
識
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
場
合
の
柱
と
し
ま
し
て
は
、
く
だ
け
て
言
い

ま
す
と
、
誰
が
そ
れ
を
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
単
に
主
観
的
に
で
は

な
く
て
、
実
現
が
客
観
的
に
可
能
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。
誰
が
や

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自
己
解
放
の

弁
証
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
客
観
的
な
保
証
と
い
う
の
は
、

剰
余
側
値
学
説
に
も
と
づ
く
、
い
わ
ば
現
実
社
会
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
条
件

の
中
に
、
実
現
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
考
え
を
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
科
学
へ
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
表
現
す
る
こ
と
が
、
来
し
て
エ
ン
ゲ
ル
マ
ハ
に
と
っ
て

正
し
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
若
干
疑
問
に
思
う
わ
け
で
す
。
エ
γ

ゲ
ル
ス
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
科
学
へ
」
あ
る
い
は
「
空
想
か
ら
科
学
へ
」

と
い
う
の
は
、
本
来
の
社
会
主
義
次
元
の
も
の
で
は
な
く
て
、
一
九
世
紀

当
時
の
、
支
配
的
な
常
識
的
な
側
値
観
で
あ
っ
ち
実
証
主
義
の
ス
ロ
l

ガ

γ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
「
空
想
か
ら
実
-
託
へ
」
と
い
う

こ
と
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ス
ロ

l

カ
ン
を
俗
受
け
す
る

か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
主
義
の
発
展
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
よ
か
っ
た
か

ど
う
か
は
別
と
い
た
し
ま
し
て
、
本
来
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
日
本
語
の
意

味
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
敵
と
い

い
ま
す
か
、
そ
れ
は
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
て
、
実
証
主

義
的
な
概
念
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

中
野
先
生
は
、
か
な
り
激
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
の
反
対
を
お
述
べ
に
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な
り
ま
し
て
、
私
と
し
て
は
、
ユ
マ
ニ
ス
ト
・
モ
ア
よ
り
は
、
ル
タ
l

の

力
強
さ
を
連
怨
し
た
訳
で
す
。
つ
ま
り
敵
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
は
実

証
主
義
的
な
外
部
概
念
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
エ
ン
ゲ
ル
マ
ハ
が
そ
う
い

わ
な
く
て
も
現
在
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
科
学
主
義
は
、
や
は
り
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
終
鷲
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
考
え
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
固
有
の
意
味
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し

ま
す
と
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
よ
り
は
、
や
は
り
科
学
批
判
と

い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
課
題
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
は
や
は
り
近
代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
意
識
を
考
え
る

場
合
に
、
基
準
的
な
概
念
を
設
定
し
た
も
の
と
し
て
、
マ
γ

ハ
イ
ム
が
あ

げ
ら
れ
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
場
合
は
、
意
識
的
に
モ
ア

の
歴
史
的
一
貫
性
と
い
う
も
の
か
ら
切
り
は
な
し
た
構
成
概
念
と
し
て
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
設
定
し
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
設
定
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
構
成
的
な
定
義
づ
け
は
、
二
段
が
ま

え
に
な
っ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
区
別
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
共
通
性
、
い
わ
ば
区
別
の
上
位
概
念
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
色
・
4

な
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
わ
り
の
現
実
と
一
致

し
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
現
実
と
の
不
一
致
、
あ
る
い

は
現
実
超
越
的
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
非
常
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
共
通
で
し

て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
先
走
っ
た
形
で
現
実
と
一
致
し
て
い
な
い
し
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
立
遅
れ
た
形
で
一
致
し
て
い
な
い
、
と
い
う
差
は
あ
り
ま
す

が
、
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
ど
こ
に
区
別
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
考

え
ら
れ
て
い
る
表
象
が
実
現
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
に
、
大
な
り
小
な
り
説
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実
を
破
威
す
る
作
用
を
も
っ
、
あ
る
い
は
変
革
す
る
作
用
を
も
っ
。
つ
ま

り
、
存
在
超
越
的
表
象
と
い
う
も
の
が
上
位
概
念
と
し
て
、
現
実
変
革
作

用
、
こ
れ
が
種
差
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
以
上
が
第
一
段
階
。

第
二
段
階
と
し
ま
し
て
、
絶
対
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
て
、
相
対
的
ユ

ー
ト
ピ
ア
と
い
う
概
念
を
採
用
し
よ
う
。
絶
対
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
の

は
、
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
原
理
的
に
実
現
不
可
能
な
も
の
。
そ
れ
は
と

ら
な
い
で
、
特
定
の
集
団
、
社
会
状
況
の
中
で
の
み
実
現
不
可
能
と
判
断

さ
れ
る
も
の
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
は
、
あ
る
時
代
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描

い
て
い
る
人
た
ち
は
、
自
分
の
表
象
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
考
え
な
い
の
で
、

敵
方
が
そ
れ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
み
た
て
る
。
そ
う
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
規
定

が
社
会
的
フ
ァ
ン
タ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
変
っ
て
く
る
。
同
じ
表
象
が
常
に

ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
あ
る
と

思
う
の
で
す
。

と
に
か
く
、
そ
う
い
う
形
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
を
規
定
し
ま
し
て
、
そ

の
歴
史
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
時
に
は
、
ど
こ
か
ら
彼
が
叙
述
を
始
め
た
か

と
い
い
ま
す
と
、
モ
ア
で
は
な
く
て
、
ミ
ュ
ン
ツ

7
1

以
下
の
千
年
王
国

論
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
然
現
実
変
革
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

分
ら
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
も
の
の
起
源
を
た
ず
ね
る
時
に

は
、
そ
の
も
の
の
デ
ィ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
を
ど
う
す
る
か
に
よ
っ
て
変
っ
て

く
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
仮
に
そ
ア
か
ら
出
発
す
る
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
隆
史
を
つ
く
っ
て
い
く
と
し
ま
す
と
、
そ
の
場
合
に
は
モ
ア
と
い
う
歴

史
的
な
地
平
か
ら
抽
象
し
て
く
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
モ
ア
を
ケ

ル
γ

と
し
て
肯
定
さ
れ
る
も
の
、
そ
の
点
を
中
野
先
生
は
い
わ
ば
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
そ
の
他
に
よ
っ
て
歪
山
さ
れ
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
抑
制
流
を
た
ず

ね
よ
う
と
さ
れ
た
。
が
、
果
し
て
、
モ
ア
に
も
と
づ
〈
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念

と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
形
で
定
義
で
き
る
の
か
。

そ
れ
か
ら
、
次
に
ま
す
ま
す
現
代
に
ひ
き
つ
け
て
申
し
訳
け
な
い
の
で

す
が
、
中
野
先
生
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
問
題
を
お
考
え
に
な
る
き
っ
か
け
に
な

っ
た
の
は
ウ
ェ
l
パ
ー
で
あ
る
。
ご
著
書
の
中
で
「
ウ
ェ
i

パ
l
に
ひ
か

れ
て
モ
ア
ま
い
り
」
と
い
う
た
く
み
な
言
築
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の

点
が
実
は
、
分
ら
な
い
の
で
す
。
特
に
ウ
ェ

l

パ
l

が
客
観
性
の
論
文
の

中
で
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
不
が
ウ
ト
ピ
ー
だ
と
言
っ
た
意
味
は
、
全
く
認

識
論
的
な
次
元
の
概
念
模
写
説
に
対
す
る
も
の
で
、
現
代
風
な
言
葉
で
言

え
ば
、
実
証
分
析
よ
り
は
理
論
モ
デ
ル
な
ん
だ
と
い
い
か
え
て
い
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
、
中
野
先
生
は
独
自
な
読
み
方
を
さ
れ
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
ウ
ェ
l
バ
ー
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
問
題
が
ど
う
い
う
形
で
発

展
し
て
く
る
の
か
、
そ
の
辺
が
ど
う
し
て
も
分
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は

モ
ア
問
題
か
ら
離
れ
ま
す
の
で
、
も
し
不
適
当
で
し
た
ら
、
司
会
者
の
方

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。
だ
い
た
い
以
上
で
す
。

田
村
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
中
野
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
く

訳
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
不
適
当
と
い
わ
れ
た
の
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、

突
は
徳
永
先
生
に
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
た
の
は
、
い
ま
の
よ
う
な
コ
メ

ン
ト
な
い
し
質
問
が
で
る
こ
と
は
、
こ
の
社
会
思
想
史
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
大
変
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
て
、
お
願
い
し
た
訳
で
す
。
従
い
ま
し

て
、
質
問
の
第
一
ぃ
町
一
の
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
即
し
て
の
細
か
い
議
論
は

簡
単
に
ご
解
答
い
た
だ
〈
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
あ
ま
り
モ
ア
に
は
深

入
り
し
な
い
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
一
般
、
そ
れ
に
必
要
な
素
材
と
し
て
の
モ

ァ
、
と
い
う
角
度
で
第
一
報
告
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
中
野
先
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生
も
ど
う
ぞ
そ
う
い
う
視
角
か
ら
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
。

中
野
ど
の
質
問
に
お
答
え
し
た
ら
い
い
か
、
は
っ
き
り
し
か
ね
る
と

こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
は
エ
γ
ゲ
ル
ス
を
批
判
す
る
、
と
い
う
よ
り

は
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
に
も
『
ア
ン
チ
・
デ
ュ
l
リ
ン
グ
論
』
の
中
か
ら
二
、

三
章
引
缶
、
出
し
て
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
・
ア
ン
ド
・

サ
イ
エ
γ

テ
ィ
フ
ィ
ッ
タ
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
』
の
よ
う
な
通
俗
本
と
い

う
か
、
大
衆
普
及
版
を
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
マ
ル
ク

ス
主
義
に
お
け
る
、
そ
う
し
た
科
学
万
能
主
義
、
い
わ
ば
自
然
科
学
万
能

主
義
と
い
う
も
の
の
考
え
方
、
あ
る
い
は
進
歩
主
義
と
い
っ
た
よ
う
な
考

え
方
の
中
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ひ
た
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
マ
ル
ク
九
あ
る
い
は
エ
ン
ゲ
ル
ス

に
も
ま
ん
ざ
ら
責
任
が
な
い
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
『
ア
ン
チ
・
デ
ュ
l
リ
ン
グ
論
』
の
原
稿
の
方
で
は
、
初
め
ト

マ
ス
・
モ
ア
を
い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
l
シ
ャ
リ
ス
ト
の
中
で
扱
か

っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
再
校
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
お
そ
ら

く
疑
念
を
感
じ
た
が
た
め
に
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
つ
い
て
は
言
及
を
さ
け

た
。
現
在
、
ソ
連
版
の
中
に
は
確
か
ト
マ
ス
・
モ
ア
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
γ

・
ソ
l
シ
ャ
リ
ス
ト
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
大

月
版
か
青
木
版
の
中
に
は
、
こ
れ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
訳

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
る
い
は
ソ
連
版
の
中
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
コ
ミ

了
士
〈
ト
と
い
う
言
葉
も
定
着
し
て
い
る
の
か
。
私
は
ど
う
も
そ
う
で
は

な
し
に
、
先
程
の
カ
ウ
ツ
キ
l

と
現
在
の
ソ
ビ
エ
ト
の
方
々
が
ト
マ

λ
・

モ
ア
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
l
シ
ャ
リ
ス
ト
と
い
う
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル
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ス
の
『
ア
ン
チ
・
デ
ュ
l
リ
ン
グ
論
』
の
原
稿
の
方
か
ら
類
推
し
て
、
い

わ
ば
初
校
の
方
を
重
要
視
し
て
い
る
も
の
の
考
え
方
か
ら
、
逆
に
そ
う
い

う
偏
見
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
偏
見
に
私
も
陥
っ
て
い

る
訳
で
す
。
そ
れ
が
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
の
を
区
別
す
る
こ
と
、

こ
れ
は
私
も
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
に
つ
い
て
そ
の
点
読
ん
で
見
ま
し
た

が
、
-
|
モ
ア
を
読
み
始
め
て
か
ら
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
を
読
む
と
い

う
、
ど
う
も
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
が
き
ら
い
な
体
質
で
、
必
要
が
な
け
れ
ば

本
を
読
ま
な
い
と
い
う
悪
癖
が
あ
り
ま
す
の
で
|
|
、
こ
の
二
つ
を
区
別

す
る
と
い
う
こ
と
に
は
私
も
同
意
見
で
す
。
し
か
し
徳
永
先
生
の
方
に
は

そ
う
い
う
関
連
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

い
う
言
楽
に
鉱
大
解
釈
を
与
え
る
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
ド

l
レ
ン
で
し
た
か
、
ヴ
ン
シ
ュ
ラ
ウ
ム
と
グ
ン
シ
ュ
ツ
ァ
イ
ト
と
い
う
も

の
の
考
え
方
の
中
で
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
い
わ
ば
希
望

空
間
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
希
望
時
間
と
い
っ
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

〈
、
そ
う
い
う
点
が
私
の
解
釈
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
点
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
言
築
が
現
在
あ
ま
り
に
も
、
特
に
第
二

次
世
界
大
戦
後
に
、
と
い
う
か
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
に
混
乱
し
て
お
り
、

そ
の
中
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
脱
出
を
は
か
る
も
の
、
あ
る
い
は
こ
れ
を

原
理
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
様
々
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
概
念
の
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
で
き
れ
ば
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
、
つ
ま
り
ウ
l
ト
ピ
!
と
オ
イ
ト
ピ
!
と
い
う
二
重
の
意
味
を
も

つ
も
の
か
ら
、
私
の
場
合
に
は
マ
ッ
F

ス
・
ウ
ェ
l

パ
ー
を
利
用
し
て
、

い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
社
会
科
学
的
な
概
念
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
イ
デ
ア
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ル
-
テ
ィ
プ
ス
す
な
わ
ち
思
想
像
あ
る
い
は
ウ
l
ト
ピ
ー
で
あ
る
、
と
い

う
ふ
う
に
理
解
い
た
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
考
え
方
を
お
し
す
す
め
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ウ

l

ト
ピ

l

の
原
裂
を
理

解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
マ
ル
タ
九
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
及
び
カ
ー

ル
・
マ
γ

ハ
イ
ム
の
中
で
、
む
し
ろ
ウ
ェ

i

パ
l

的
立
場
、
ウ
ェ
l
バ
l

の
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
の
概
念
を
ウ
l

ト
ピ

l

に
あ
て
は
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
訳
で
す
。

こ
れ
を
な
ぜ
ウ
ェ
l

パ
ー
か
ら
と
い
わ
れ
ま
し
て
も
図
る
訳
で
す
け
れ

ど
も
、
い
わ
ば
一
九
0
0
年
代
に
お
け
る
カ
ウ
ツ
キ
l
的
マ
ル
タ
久
主
義

が
ド
イ
ツ
に
氾
濫
し
て
い
る
時
に
、
ウ
ェ
l
パ
ー
が
あ
え
て
イ
デ
ア
ル
・

テ
ィ
プ
ス
を
説
明
す
る
時
に
、
ウ
l
ト
ピ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
彼
が
モ
ア
に
つ
い
て
、
あ
る
い

は
モ
ア
の
ウ
l
ト
ピ

i

に
つ
い
て
は
書
い
て
い
る
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
私
は
マ
ル
ク
ス
あ
る
い
は
エ
γ
ゲ
ル
九
程
度
の
ト
マ
ス
・
モ

ア
理
解
を
、
ウ
ェ
l

パ
l

は
充
分
に
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る

い
は
読
み
込
み
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
推
定
し
て
い
る
、
と
い
う

次
第
で
す
。

a

ご
質
問
に
た
い
し
て
、
私
が
重
点
が
あ
る
と
思
っ
た
点
だ
け
に
お
答
え

し
て
、
あ
る
い
は
無
視
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
改
め
て
要
点
を
言
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
に
お
答
え

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
村
ご
質
問
の
中
の
ひ
と
つ
で
、
モ
ア
を
紫
材
な
い
し
ケ
ル
ン
と
し

て
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
を
規
定
し
た
ら
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
入
っ

て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
点
は
こ
れ
か
ら
後
の
討
論
で
重
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
ち
ょ
っ
と
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
野
私
の
考
え
方
か
ら
し
ま
す
と
、
モ
ア
を
素
材
に
し
て
と
い
わ
れ

る
と
困
る
訳
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
モ
ア
は
第
一
次
エ
ン
ク
ロ
l
ジ
ャ

ー
の
発
展
し
つ
つ
あ
る
時
代
の
特
に
イ
ギ
リ
丸
、
あ
る
い
は
ヨ
l
ロ

y

パ

社
会
と
い
う
も
の
を
意
識
し
な
が
ら
書
い
た
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
『
ユ
ー
ト

ピ
ア
』
と
い
う
作
品
説
第
一
部
と
第
二
部
と
に
分
れ
て
い
る
。
第
一
部
は

対
話
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
第
二
部
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点

で
現
実
批
判
、
あ
る
い
は
現
実
に
対
す
る
視
角
と
い
う
も
の
が
第
一
部
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
常
に
同
時
代
、
先

程
申
し
ま
し
た
同
時
代
に
お
け
る
風
習
、
ラ
ウ
ム
、
モ
ア
の
時
代
に
は
、
い

わ
ば
大
航
海
時
代
の
た
め
に
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
大
西
洋
の
か
な
た
に

見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
あ
る
い
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
非
常

に
さ
い
わ
い
な
時
代
で
あ
っ
た
、
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、

私
の
先
程
の
報
告
の
中
で
由
・
し
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
モ
ア
の
『
ユ
ー

ト
ピ
ア
』
が
成
立
し
た
の
は
宗
教
改
革
の
開
始
の
直
前
、
あ
る
い
は
新
大

陸
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
の
ア
久
テ
ッ
夕
、
あ
る
い
は
イ
ン
カ
文
化

の
破
壊
、
イ
ン
デ
ィ
オ
九
の
破
壊
と
い
う
も
の
が
行
な
わ
れ
る
直
前
に
書

か
れ
た
。

そ
し
て
モ
ア
の
個
人
的
な
理
由
と
し
ま
し
て
は
、
宮
廷
政
治
家
と
な
る

前
の
段
階
の
自
由
な
知
識
人
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
が
、

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
考
え
て
い
る
訳
で
す
。
こ
れ
が

宗
教
改
革
あ
る
い
は
新
大
陸
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
に
よ
る
破
様
、

と
い
っ
た
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
要
因
が
働
き
は
じ
め
た
時
に
は
、
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
シ
ド
ュ
ー
が
『
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
』
と
い
う
の
を
一
五
八
0
年
代
に
番
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い
て
お
り
ま
す
が
、
す
で
に
そ
の
時
に
は
、
大
活
洋
の
か
な
た
に
そ
う
し

た
希
望
空
聞
は
失
な
わ
れ
て
、
又
地
中
海
の
中
の
ど
こ
か
の
島
に
難
破
し

て
た
ど
り
つ
く
、
と
い
う
シ
ー
ン
を
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
う
こ
と
で
、
私
は
あ
る
意
味
で
は
ラ
ン
ケ
が
「
あ
ら
ゆ
る
時
代

は
神
に
直
接
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を
利
用
す
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
思

想
の
サ
イ
タ
ル
と
い
う
も
の
は
、
神
に
直
接
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
語

弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ク
ル
の
独
自

性
と
い
う
も
の
を
、
常
に
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
風
に
考
え

て
い
る
訳
で
す
。
も
し
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
夙
に
考
え
て
い
る
次
第
で
す
。

田
村
徳
永
先
生
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

徳
永
で
は
、
縫
回
先
生
の
方
を
ち
ょ
っ
と
。
縫
田
先
生
の
ご
報
告
は

あ
る
意
味
で
は
社
会
思
想
史
の
限
界
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

い
う
問
題
は
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
い
わ

ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
の
原
点
的
な
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
る
い
は
広
汎
に
わ

た
る
色
々
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
問
題
を
含
め
ま
し
て
、
大
変
面
白
く
う
か
が
っ

た
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
お
聞
き
し
た
い
の
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
の
フ
レ

ー
ん
と
し
て
の
自
然
と
い
う
問
題
、
こ
れ
は
非
常
に
重
大
な
問
題
だ
と
思

う
訳
で
す
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
の
は
い
わ
ば
生
へ
の
意
志
、
あ
る
い

は
生
へ
の
子
不
ル
ギ
ー
と
い
う
風
に
と
ら
え
ら
れ
て
、
自
然
を
変
更
し
て

い
く
、
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
別
の
言
葉
で
言
い
換

え
ま
す
と
、
い
わ
ば
人
聞
に
よ
る
自
然
支
配
の
進
展
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の

志
向
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
い
と
し
ま
す
と
、
こ
う
い
う
も
の
を
歴
史
的
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に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
以
来
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ベ
l

コ

γ

以
来
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間

の
力
で
あ
る
「
知
」
に
よ
っ
て
自
然
を
征
服
し
て
い
く
、
こ
れ
は
現
代
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
も
た
ら
す
よ
う
な
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
な
が
り
を

も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
方
向
が

あ
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
、
自
然
支
配
の
進
展
で
は
な
く
て
、
自
然
と
融

和
し
て
い
く
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
り
得
る
と
思
う
の
で
す
。
自
然
支

配
と
い
う
も
の
を
制
御
す
る
こ
と
を
考
え
る
場
合
と
、
い
わ
ば
生
の
意
志

の
あ
る
意
味
で
は
挫
折
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
う
え
で
融
和

を
考
え
る
方
向
と
、
相
当
異
な
っ
た
方
向
か
生
ま
れ
て
く
る
と
思
う
わ
け

で
す
。
こ
の
二
つ
の
も
の
の
区
別
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
夙
に
お
考

え
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

縫
国
今
の
お
話
は
二
つ
の
問
題
が
、
一
つ
の
問
題
に
な
る
と
思
い
ま

す
が
、
あ
え
て
私
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
確
か
に
先

程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
人

工
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
発
表
を
い
た
し
ま
し
た
。
や
は
り
原
点
に

は
自
然
を
人
間
に
快
適
な
も
の
に
変
え
て
い
く
。
現
代
的
な
発
想
か
ら
言

え
ば
、
す
ぐ
公
害
問
題
と
か
自
然
破
壊
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
の
認
識
に

至
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、

当
然
そ
の
中
に
は
そ
う
い
う
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
と
、
私
は
み
て
お
り

ま
す
。
つ
ま
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
が
、
仮
に
「
生
」
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
生
」
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
「
善
」
だ

け
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
「
怒
」
と
い
う
も
の
を
含
め
て
の
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「
生
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
人
間
の
無
限
な
「
善
」
に
も
無
限
な

「
慈
」
に
も
行
き
得
る
も
の
、
こ
れ
は
流
動
的
な
も
の
、
あ
る
意
味
で
は

不
安
定
な
存
在
、
そ
れ
を
私
は
人
間
の
実
存
在
と
い
う
風
に
捉
え
て
い
る

訳
で
あ
り
ま
し
て
、
当
然
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、
そ
れ
が
非

常
な
勢
い
で
現
わ
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
人
聞
を
破
様

す
る
、
あ
る
い
は
人
聞
に
と
っ
て
有
害
な
形
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
あ
り
得
る
。

ち
ょ
っ
と
近
代
で
申
し
上
げ
ま
す
な
ら
ば
、
例
え
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い

う
も
の
、
こ
れ
は
大
変
面
白
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
ム
ッ
ソ
リ

l

ニ
が

自
分
で
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
い
う
雑
誌
を
編
集
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ

は
そ
う
長
く
は
続
い
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
自
身
で
要
す
る
に
彼
の
考

え
た
協
同
組
合
国
家
の
よ
う
な
概
念
、
そ
れ
を
社
会
的
に
建
設
す
る
た
め

に
、
ほ
ん
の
一
年
半
位
の
聞
で
す
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
題
で
、
い
う

な
ら
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
理
論
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
思
想
の
宣
伝
に
使
っ
て
お
り

ま
し
た
。

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
本
日
も
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
当
然
、

自
然
を
破
援
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
も
の
は
、
人

聞
に
と
っ
て
大
変
有
用
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
進
む
な
ら
ば
、

逆
に
人
聞
に
と
っ
て
非
常
に
有
害
な
要
因
を
作
る
こ
と
は
分
っ
て
い
る
ん

で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
そ
の
も
の
の
中
に
は
、
そ
う
い
う

も
の
も
潜
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
認
め
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

結
果
と
し
て
、
今
度
は
第
二
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
自
然
か
ら
離
れ

て
い
く
の
で
は
な
く
、
逆
に
自
然
と
融
和
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
自
然

の
意
識
な
の
じ
キ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
全
く
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
し

て
、
先
程
私
は
す
べ
て
の
思
想
の
原
点
を
二
つ
に
お
さ
え
ま
し
て
、
片
一 方

は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ャ
的
思
考
、
片
一
方
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ

ム
で
ユ
〆
ヤ
的
思
考
、
特
に
後
者
の
ユ
タ
ヤ
的
思
考
と
い
う
の
は
そ
れ
で

あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
天
地
創
造
か
ら
終
末
へ
と
い
う
ひ
と
つ
の
系
諮
。

「
終
末
」
と
い
う
言
葉
、
「
エλカ
ト
ロ
ジ

l

」
と
い
う
言
葉
は
、
原
点

と
は
全
然
ち
が
っ
た
解
釈
が
ふ
つ
う
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
日
本
で
も
一

時
期
『
終
末
か
ら
』
な
ん
て
い
う
雑
誌
ま
で
編
纂
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
終
末
と
い
う
の
は
何
か
暗
い
、
何
か
破
壊
さ
れ
て
い

く
、
人
類
が
滅
亡
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
予
告
的
、
警
告
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
本
来
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、

現
在
は
ま
だ
人
間
と
人
間
の
対
立
、
人
間
と
自
然
と
の
対
立
と
い
う
も
の

は
と
も
に
あ
る
が
、
哀
の
シ
ャ
ロ
l

ン
|
|
平
和
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ

ど
も
ー
ー
と
い
う
も
の
は
人
間
と
人
間
と
の
問
、
人
間
と
自
然
と
の
シ
ャ

ロ

l
γ

、
そ
う
い
う
も
の
が
成
就
し
う
る
、
こ
れ
が
終
末
で
あ
る
と
い
う

の
が
終
末
論
の
考
え
。
特
に
ユ
〆
ヤ
思
想
が
基
底
に
な
っ
て
い
る
訳
で
、

ま
さ
に
ひ
と
つ
の
思
想
の
原
点
、
が
、
非
常
に
時
間
論
的
な
方
に
な
り
ま
す

が
、
そ
う
い
う
所
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
お
っ
し
干
っ
た
よ
う
に
、
究
極

的
に
は
、
誰
で
も
が
そ
う
い
う
こ
と
を
求
め
た
い
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
本
質
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
第
一
の
中
の
自
然
を
改
変
し
て
い
く
と
い
う
要
素
は
、
い

い
意
味
も
悪
い
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
だ
そ
こ
で
は

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
人
聞
は
、
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
け
る
が
、
そ

れ
か
ら
先
へ
は
行
け
な
い
。
た
だ
、
そ
の
要
素
の
中
に
は
中
和
悶
と
い
う

も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
要
素
を
そ
こ
に
照
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射
さ
せ
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
私
な
り
の
要
素
の
抽
出
と
い
う
の

は
決
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
で
は
な
く
て
、
ま
だ
今
日
は
、
一
ニ
っ
か

四
つ
、
一
一
一
つ
位
し
か
申
し
上
げ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
一
O

や
そ
こ
ら
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
ヒ
ュ

1
7
-
一
ズ
ム
も
あ
る
ん
で
す
が
、

余
り
に
も
問
題
が
大
き
く
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
ほ
ん
の
見
本
の
よ

う
な
形
で
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
は
第
二
の
問
題
が
、
ま
っ
た
く
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
本
質
で
あ
る
、
た
だ
第
一
の
問
題
は
価
値
観
の
問
題
と
し
て
、
そ

う
い
う
危
険
性
も
十
分
に
は
ら
ん
で
い
る
問
題
な
ん
だ
、
と
い
う
風
に
思

っ
て
お
り
ま
す
。

田
村
徳
永
先
生
、
他
の
問
題
に
は
コ
メ
ン
ト
は
よ
ろ
し
い
ん
で
す
か
。

よ
ろ
し
け
れ
ば
、
二
番
目
に
高
橋
先
生
に
ひ
と
つ
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し

ま
す
。

高
橋
ま
ず
、
縫
回
先
生
の
ど
報
告
に
つ
い
て
で
す
が
、
報
告
者
ご
自
身

あ
る
い
は
自
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
展
開
す
る
こ
と
に
'
な
る
か
も
知
ら
ん
と

い
う
前
提
の
よ
う
な
お
話
し
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
お
話
し
下
さ

っ
た
内
容
は
、
き
わ
め
て
広
大
な
構
想
を
ご
開
陳
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
例
え
ば
東
西
比
較
の
た
め
に
特
に
利
用
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
、
自
然
と
の
関
係
に
せ
よ
、
宗
教
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
人
聞

の
意
識
の
形
態
を
捉
え
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
意
識
論
と
い
う
も

の
で
統
一
さ
れ
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
一
般
原
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
ん
ず
く
社
会
思
想
史
上

に
あ
ら
わ
れ
出
る
社
会
思
想
に
は
、
ち
ょ
っ
と
極
端
に
い
っ
て
し
ま
え
ば

多
か
れ
少
な
か
れ
ひ
と
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
呼
ぶ
も
の
を
内
包
し
て
い
る
よ
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う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
展
開
な
さ
っ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
、

意
識
論
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
は
、
世
界
の
社
会
思
想
史

と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
構
築
を
意
図
さ
れ
た
よ
う
に
も
受
け

と
ら
れ
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
ひ
じ
よ
う
に
一
般
的
な
ど
議
論
で
あ
っ
た
訳
で
、
こ
れ

か
ら
若
干
の
こ
と
を
申
し
上
げ
る
の
も
、
白
か
ら
抽
象
的
か
っ
一
般
的
に

な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
僕
は
こ
の
際
、
ま
だ
充
分
理
解
で
き
な
い
こ

と
が
多
々
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
報
告
の
主
要
な
諸
範
隔
を
め
ぐ
っ
て
、
若

干
の
質
問
を
し
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
を
「
生
」
に
対
す
る
意
識
の

エ
不
ル
ギ
ー
と
い
う
ふ
う
に
規
定
な
さ
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
生
」
に
対
す

る
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
こ
の
場
合
「
孤
独
」
、
な
ら
び
に
「
絶
望
」

と
い
う
範
鴎
と
の
関
連
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
限
り
で

ユ
ー
ト
ピ
ア
、
つ
ま
り
「
生
」
に
d
sる
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の

は
、
絶
え
ず
自
己
を
越
え
て
い
く
意
識
、
あ
る
一
定
の
段
階
に
達
し
て
い

る
、
そ
の
一
定
の
段
階
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
こ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
ょ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

そ
の
「
生
」
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
発
す
る
と
い
う
「
孤
独
」
と
「
絶
望
」

と
い
う
二
つ
の
大
き
な
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
「
孤
独
」

に
せ
よ
「
絶
望
」
に
せ
よ
、
い
つ
人
聞
が
と
ら
え
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い

も
の
で
、
と
に
か
く
そ
れ
は
意
識
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
る
ロ

と
い
た
し
ま
す
と
、
ご
報
告
の
中
で
は
自
然
に
よ
っ
て
分
た
れ
て
い
る
、

し
か
も
そ
れ
は
東
西
の
比
較
の
中
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
き
わ
立
っ
た
特
徴
と
し
て
、
自
然
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
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生
ま
れ
る
「
孤
独
」
な
ら
び
に
「
絶
望
」
の
意
識
だ
、
と
こ
う
い
う
規
定

を
な
さ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
ら
が
意
識
の
一
形
態
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
人
間
の
一
定
の
社
会
関
係
の
中
か
ら
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ

れ
、
こ
れ
と
の
連
関
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
範
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ご
報
告
の
中
で
は
、
時
代
環
境
の
限
定
す
る
特
殊
性
を
捨
象
す
る
、
と
い

う
点
が
ご
議
論
の
前
提
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
特
殊
性
を
捨
象

す
る
訳
で
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
の
社
会
的
な
存
在
性
と
い
い
ま
す
か
、

少
な
く
と
も
そ
の
歴
史
的
な
存
在
性
と
い
う
限
り
で
の
概
念
を
、
ま
た
こ

の
場
合
前
提
と
し
て
捨
象
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
い
う
「
孤
独
」
あ
る
い
は
「
絶
望
」
と
い
う
意
識
は
、

少
な
く
と
も
直
接
で
は
な
い
に
せ
よ
、
人
間
の
社
会
的
な
諸
関
係
な
し
に

は
考
え
ら
れ
な
い
範
騰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
た
し
ま
す
と
、
例
え

ば
、
社
会
的
な
階
級
の
対
立
関
係
の
諸
相
と
か
、
あ
る
い
は
生
産
の
社
会

的
諮
問
問
係
と
か
、
人
間
の
社
会
的
存
在
の
あ
り
よ
う
と
い
い
ま
す
か
、
ご

報
告
で
の
「
社
会
的
な
壁
」
か
ら
、
こ
の
「
孤
独
」
「
絶
望
」
と
い
う
意

識
は
、
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
概
念
を
考
え
て
よ

ろ
し
い
か
ど
う
か
。

そ
れ
か
ら
第
二
点
は
、
も
し
そ
う
な
ら
人
聞
の
「
孤
独
」
、
「
絶
望
」
か

ら
発
す
る
と
い
う
「
生
」
へ
の
子
不
ル
ギ

l

、
そ
れ
が
つ
ま
り
高
め
ら
れ

た
意
識
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
な
さ
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
つ
ま
り
「
生
」
へ
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も

の
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
意
味
で
人
間
の
社
会
的
な
存
在
の
あ
り
方
と
、
直

接
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
こ
が
重
要
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
も

の
か
ら
な
お
生
ま
れ
て
く
る
始
淑
を
そ
こ
に
求
め
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う

に
な
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
第
一
の
点
と
か
か
わ
っ
て
お
た
ず
ね
し
た

い
第
二
の
点
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
第
三
に
、
今
度
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
概
念
の
規
定
そ
れ
自

身
に
つ
い
て
で
す
が
、
「
生
」
へ
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
限
り
で

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
概
念
規
定
は
、
未
だ
抽
象
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
ま
ま
で
果
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
と
直
接
に
結
び
つ
く
概
念
で

あ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
、
ご
報
告
を
う
か
が
っ
た
限
り
で
は
考
え
ら
れ
な

い
。
例
え
ば
、
「
生
」
へ
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
化
体

す
る
と
い
う
か
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
自
己
表
現
の
形
式
を
と
る
、
と
い

う
こ
の
場
合
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
現
実
の
認
識
、
や
が
て
現
実

批
判
等
々
の
問
題
が
出
て
く
る
が
、
認
識
の
段
階
、
こ
の
歴
史
的
な
社
会

的
な
現
実
認
識
の
段
階
、
過
程
と
い
う
も
の
が
そ
の
聞
に
は
入
り
込
ま
な

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。

あ
る
い
は
ま
た
次
元
あ
る
い
は
そ
の
位
相
の
異
な
る
言
葉
で
す
け
れ
ど

も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
側
値
意
識
で
あ
る
と

か
、
あ
る
い
は
利
害
関
心
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ヴ
ェ
l

パ
l

流
に
い

う
と
エ
ト
久
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
媒
介
項
が
「
生
」
へ
の
意
識
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
そ
れ
が
自
己
表
現
を
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
な
る
と
い
う
閑
に

は
入
ら
な
い
の
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
「
生
」
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
、

こ
れ
の
概
念
に
つ
い
て
の
お
た
ず
ね
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
「
生
の
原
形
質
」
と
い
う
の
は
何
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
と
い
う
か
、
何
に
よ
っ
て
概
念
化
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
無

関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
何
度
と
な
く
、
例
え
ば
藤
平
先
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生
か
ら
も
、
そ
れ
か
ら
ま
た
中
野
先
生
か
ら
も
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ

う
に
、
現
実
批
判
と
い
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
契
機
を
も
っ
て
い
る
。
現
実

批
判
の
た
め
の
お
そ
ら
く
は
、
も
う
少
し
基
礎
的
な
前
提
で
言
え
ば
、
現

実
認
識
で
あ
ろ
う
。
そ
の
現
実
認
識
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
や
は
り

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
お
く
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
現
実
を
認
識
す
る
た
め

の
主
体
を
客
体
化
す
る
、
流
れ
を
決
め
る
、
例
え
ば
側
値
意
識
と
か
あ
る

い
は
エ
ト
ス
と
か
い
う
も
の
が
、
や
は
り
あ
り
は
し
な
い
か
。

特
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
現
実
批
判
と
い
う
契
機
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
「
生
」
へ
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
そ
れ
か
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い

う
も
の
と
を
闘
連
づ
け
る
煤
介
項
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
お
考
え

で
い
ら
っ
し
干
る
の
か
。

次
に
、
僕
は
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
マ
ハ
を
少
し
勉
強
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
す
が
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ソ
ス
を
顧
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
も
ま
た

同
じ
く
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は

い
ず
れ
も
何
ら
か
の
形
で
、
私
有
財
産
へ
の
批
判
、
否
定
あ
る
い
は
そ
れ

の
消
滅
と
い
い
ま
す
か
、
私
有
財
産
と
何
ら
か
の
凶
わ
り
を
も
っ
と
い
う

点
が
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
私
有
財
産
を
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
分
配
、
そ

し
て
分
配
を
め
ぐ
っ
て
の
共
同
体
の
構
成
、
と
い
う
ふ
う
に
な
る
。
そ
う

し
ま
す
と
、
こ
れ
は
す
で
に
報
告
者
の
方
々
か
ら
出
さ
れ
た
点
で
あ
り
ま

す
が
、
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
の
範
鴎
の
中
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
入
れ
て
い
い

の
か
悪
い
の
か
。
ま
た
社
会
主
義
と
い
う
も
の
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
昨
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
だ
ろ
う

と
思
う
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
、
私
有
財
産
へ
の
批
判
、
否
定
、
あ
る
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い
は
ま
た
そ
の
廃
棄
、
こ
う
し
た
点
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
社
会
主
義
思
想
と
い
う
大
き
な
枠
組
の
中
で
捉
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
三
人
の
す

べ
て
の
報
告
者
の
方
々
に
お
う
か
が
い
し
た
い
。

そ
の
次
に
お
た
ず
ね
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
ま
し
た
ユ
ー
ト

ピ
ア
が
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
社
会
主
義
と
ど
う
い
う
関
連
を
も
つ
も
の
と

考
え
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
γ
ゲ
ル
ス
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア

か
ら
科
学
へ
』
の
理
解
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
程
徳
永
先
生
が
お
話
し
下

さ
っ
た
よ
う
な
理
解
と
同
じ
よ
う
な
理
解
を
僕
は
も
っ
て
お
り
ま
し
て
、

言
い
換
え
れ
ば
、
思
想
は
た
え
ず
現
実
の
中
を
人
聞
を
通
し
て
進
ん
で
ゆ

き
、
思
想
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
実
の
中
で
力
を
も
っ
て
い
く
か
と
い
う
、

そ
の
合
理
性
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
力
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
を
客

観
的
に
保
証
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
エ
ン
ゲ
ル
久
の
い
う
科
学
で
あ
る

と
。
で
す
か
ら
先
程
徳
永
先
生
は
、
実
証
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
た
が
、

そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
訳
で
す
。

そ
れ
で
「
生
」
の
意
識
の
子
不
ル
ギ
ー
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
す
る
と
、
そ

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
ひ
と
つ
の
思
想
段
階
で
は
、
し
か
も
な
か
ん
ず
く
「
生
」

へ
の
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
い
う
か
ら
に
は
、
現
実
を
そ
れ
に
よ

っ
て
生
き
抜
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
た
し
ま
す
と
、
い
わ

ゆ
る
科
学
的
な
社
会
主
義
と
の
連
闘
の
中
で
、
規
定
な
さ
っ
た
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
、
現
実
を
ど
う
生
き
よ
う
と
す
る
の
か
。
つ
ま
り
「
生
」
へ
の
意
識

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
、
「
生
」
を
ど
の
よ
う
に
現
実
化

し
て
い
く
の
か
。

若
干
ご
報
告
を
は
な
れ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
科
学
的
社
会
主
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義
と
の
連
関
の
中
で
こ
の
点
を
お
た
ず
ね
し
た
い
の
で
す
が
、
一
言
で
い

え
ば
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
そ
れ
か
ら
歴
史
的
な
現
実
等
の
連
関
を
ど
の
よ
う

に
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
い
す
れ
も
最
初
に
ご
報
告
下
さ

い
ま
し
た
中
野
先
生
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
な
質
問
を
し
た
い
。
特
に
中

野
先
生
に
は
、
こ
の
問
題
と
の
連
闘
の
中
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
グ
ェ
l

パ
l

の
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
の
概
念
で
掌
撞
な
さ
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
先
程

も
徳
永
先
生
か
ら
ど
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
グ
ェ
l

パ
l

の
い

う
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
は
、
中
野
先
生
は
現
実
に
は
な
い
も
の
だ
と
い

う
点
を
強
調
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
グ

z
l
バ
l
は
、
現
実
か
ら

抽
象
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
言
葉
を
確
か
使
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
私

は
ヴ
ェ
l

パ
ー
に
つ
い
て
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
の
本
は
読
ん
だ
こ

と
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
確
か
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
す
で

に
徳
永
先
生
か
ら
ご
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
イ
デ
ア
ル
・

テ
ィ
プ
ス
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
理
論
装
置
だ
と
思
う
。
で
す
か
ら
思
惣

と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
そ
れ
の
も
つ
対
象
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
の
主
体
、

目
的
が
お
の
ず
か
ら
異
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。

し
か
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
契
機
が
現
実
批
判
、
さ
ら
に
は
未
来
社
会
の

描
写
と
い
う
点
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
グ
ェ
l

パ
l

が
規
定
し
た
イ
デ
ア

ル
・
テ
ィ
プ
ス
で
は
捉
え
き
れ
な
い
側
面
が
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
出

て
き
は
し
な
い
か
。
も
し
、
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
グ
ェ
l

パ
l

の
イ

デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
で
く
く
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
思
想
と

し
て
の
現
実
へ
の
力
と
い
う
か
、
現
実
を
生
き
る
本
来
の
カ
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
の

点
ど
の
よ
う
に
お
考
え
な
の
か
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
か
ら
、
縫
目
先
生
に
お
た
ず
ね
し
た
い
の
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
、

な
か
ん
ず
く
東
西
比
較
の
中
で
導
入
さ
れ
た
例
え
ば
自
然
と
人
間
と
の
関

わ
り
方
、
あ
る
い
は
宗
教
、
そ
し
て
ま
た
特
に
自
由
意
志
と
い
う
問
題
、

そ
れ
か
ら
シ
ン
メ
ト
リ
ー
、
い
わ
ゆ
る
対
称
と
い
う
よ
う
な
日
本
語
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
自
然
に
し
て
も
宗
教
に
し
て
も
、
自
由
意
志

に
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
、
対
称
と
い
う
こ
れ
は
幾
何
学
的
と
い
う
言

葉
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
幾
何
学
的
に
構
想
す
る
と
い
う
も
と
も
と

の
意
識
の
問
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ま
た
意
識
の
形
態
だ
と
い
う
ふ

う
に
し
て
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
す
。

か
た
や
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
意
識
の
形
態
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
、

と
い
う
ふ
う
に
ど
報
告
で
は
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
ユ
ー
ト

ピ
ア
を
、
そ
う
い
う
自
然
と
の
関
係
な
り
宗
教
な
り
あ
る
い
は
自
由
意
志

な
り
、
と
い
う
も
の
に
意
識
を
発
現
さ
せ
る
の
と
、
そ
れ
か
ら
ユ
ー
ト
ピ

ア
と
い
う
も
の
に
発
現
さ
せ
る
も
の
と
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
識
を
ユ

ー
ト
ピ
ア
に
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
宗
教
な
り
に
、
人
間
の
意
識
を
分
つ

も
の
は
一
体
何
で
あ
る
か
。
以
上
で
あ
り
ま
す
。

田
村
ま
ず
縫
回
先
生
か
ら
お
答
え
ね
が
い
ま
す
。

縫
田
沢
山
課
題
を
出
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
で
い
く
つ
か
重
な
っ
て
い

る
か
と
も
思
い
ま
す
の
で
、
必
ず
し
も
歯
切
れ
よ
く
お
答
え
で
き
る
か
分

り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
な
る
べ
く
ス
ピ
ー
ド

を
あ
げ
て
、
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
結
論
づ
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
足
り

な
い
分
は
ま
た
再
度
ご
質
問
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
、
何
か
社
会
環
境
と
の
関
係
の
中
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も

の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
出
来
あ
が
る
の
か
、
そ
れ
と
も
た
だ
抽
象
的
に
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「
生
」
へ
志
向
す
る
と
い
う
だ
け
で
と
ら
え
た
の
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

問
題
に
は
不
充
分
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
ま
す
。

コ
メ
ン
テ

l

タ
ー
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
私
も
そ
の
点
は
重
々
お
こ

と
わ
り
す
る
意
味
で
そ
う
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
ま
し
て
、
ふ
つ
う
に
い
わ
ゆ

る
社
会
思
想
史
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
作
品
、
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
恩
訟
が
扱

わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
的
・
経
済
的
あ
る
い

は
歴
史
的
な
背
景
、
時
代
環
境
と
の
関
連
に
お
い
て
は
じ
め
て
具
体
的
な

も
の
が
出
て
く
る
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
は
何
ら
異
議

は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
普
段
そ
う
い
う
説
明
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

あ
え
て
お
こ
と
わ
り
し
ま
し
た
よ
う
に
、
当
然
何
か
が
な
け
れ
ば
、
い

き
な
り
意
識
だ
け
が
出
て
く
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
ん
で
す

か
ら
、
そ
れ
は
も
う
ど
う
い
う
場
合
で
も
、
そ
れ
を
生
み
出
す
環
境
と
の

関
連
で
捉
え
な
什
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
問
題
に
な
る
ほ
ど
で
き

る
だ
け
そ
れ
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
は
っ
き
り
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

の
イ
メ
ー
ジ
は
浮
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
コ
メ
ン
テ
l

タ
ー
も
私
も
同

じ
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
特
に
そ
れ
以
上
異
説
で
も
反
対
で
も
な
い
ん
で
し

て
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
な
ん
で
す
。

た
だ
例
え
ば
自
然
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
捉
え
た
な
ら
ば
、
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
は
非
常
に
大
雑
把
な
捉
え
方
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
ひ
と
つ
の
例
で
す
が
、
と
に
か
く
時
代
環
境
、
自
然
な
ら
自

然
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
非
常
に
大
き
な
漠
然
と
し
た
&
同
然
で
す
が
、
そ

う
い
う
中
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
闘
速
が
、
必
ず
し
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
浮
き

立
た
せ
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

カ
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こ
れ
は
ま
た
、
日
本
の
場
合
に
な
り
ま
す
が
、
先
程
ち
ょ
っ
と
最
終
的

に
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
士
山
向
と
い
う
の
は
、
現
実
の
世
界
の
中
で
は
、

何
ら
か
の
形
の
共
同
体
的
志
向
と
い
う
も
の
と
つ
な
が
る
必
然
性
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
私
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
日
本
に
あ
ま

り
長
い
間
定
着
し
て
い
な
い
思
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
訳
で
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
風
土
に
、
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
が
入
っ

て
く
る
と
、
特
に
日
本
の
場
合
は
山
民
本
主
義
と
い
う
も
の
と
密
接
な
関
連

を
も
っ
て
く
る
。
非
常
に
近
い
過
去
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
し
で
も
、
日

本
の
社
会
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
州
民
本
主
義
と
共
同
体
の
結
び
つ
き
が
、
い

わ
ゆ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
温
床
と
し
て
作
用
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ

は
具
体
的
に
は
す
で
に
ご
承
知
の
通
り
、
例
の
日
本
の
最
も
フ
ァ
シ
ズ
ム

的
な
解
決
を
め
ざ
し
た
五
・
一
五
事
件
の
指
導
者
の
一
人
に
橘
孝
三
郎
と

い
う
人
が
お
り
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
革
命
に
失
敗
し
ま
し
て
、

満
州
に
亡
命
し
て
、
そ
こ
で
ま
と
め
た
記
録
に
『
国
民
共
同
体
皇
道
国
家

農
本
建
設
論
』
と
い
う
の
が
一
九
三
二
年
に
出
て
お
る
の
で
す
が
、
こ
れ

は
完
全
に
日
本
を
ひ
と
つ
の
共
肉
体
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

日
本
の
農
本
主
義
と
い
う
も
の
が
、
日
本
の
従
来
の
家
族
制
度
と
密
着
す

る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
頂
点
に
当
然
天
皇
と
い
う
も
の
が
お
か
れ
て
、

そ
の
中
で
縦
の
共
同
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
然

に
対
す
る
考
え
方
で
も
、
そ
れ
を
単
な
る
ひ
と
つ
の
家
族
主
義
と
い
う
よ

う
な
も
の
に
だ
け
固
い
込
ん
で
、
そ
の
中
で
の
ひ
と
つ
の
共
同
体
、
せ
い

ぜ
い
そ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
、
ひ
と
つ
の
国
と
か
国
民
と
か
一
民
族
と
か

だ
け
に
区
切
ら
ん
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
我
々
が
考
え
る
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
は
逆
の
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
も
知
れ
な
い
け
れ
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ど
も
、
本
質
的
に
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
は
先
程
、
徳
永
先
生
か
ら
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
、
自
然
を
克
服

し
よ
う
と
す
る
も
の
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
に
つ
な
が
る
、
そ
れ
は

決
し
て
現
代
的
に
い
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
い
つ
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
中
に
は
、

余
程
そ
の
ア
レ
イ
ム
と
い
う
か
土
嬢
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
ふ
ま
え
て

お
か
な
け
れ
ば
、
い
つ
で
も
そ
う
い
う
も
の
に
転
化
す
る
だ
け
の
要
因
を

内
包
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
考
え
た
い
訳
な
ん
で
す
。
で
す
か

ら
、
一
般
的
に
言
っ
て
つ
ね
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
社
会
関
係
と
無
関
係
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
申
・
す
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
私
が
こ
こ
で
説
明
し
た
か
っ
た
の
は
、
何
時
代
の
何
が
ど
れ
だ
け

重
要
か
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
ん
で
す
が
、
先
程
も
い
い
ま

し
た
よ
う
に
、
あ
る
「
社
会
の
壁
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
時
の
向
う

側
に
咲
い
た
い
わ
ば
あ
だ
花
で
あ
っ
て
も
、
咲
い
た
花
の
色
が
い
ろ
い
ろ

途
っ
て
い
て
も
、
あ
だ
花
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
い
う
何
か
共
通

分
母
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
だ
花
は
あ
だ
花
で
刈
り
取
っ
て
み
て
、
そ
う
い

う
意
味
で
は
何
か
共
通
的
な
も
の
が
な
い
の
か
と
考
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
中
で
そ
れ
を
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

系
列
の
中
で
、
「
社
会
的
な
鐙
」
を
お
い
て
み
た
り
、
ギ
ャ
ッ
プ
・
ア
ッ

プ
さ
せ
て
み
た
り
す
る
、
そ
の
系
列
そ
の
も
の
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
例
の
少
し
困
苦
し
く
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
存
在
と
無
」
と

い
う
、
ひ
と
つ
の
思
考
の
パ
タ
l
γ

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
主
語
と
述
語
の
関
係
で
、
何
々
が
何
々
で
あ
る
、
と
い

う
述
語
一
般
を
規
定
で
き
な
い
と
い
う
主
体
と
、
存
在
と
そ
し
て
無
と
い う

も
の
の
統
て
こ
れ
は
い
か
な
る
場
合
で
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
基
本
に
な

っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

私
が
大
変
感
銘
を
う
け
て
い
ま
す
、
先
日
な
く
な
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・

ブ
ロ
ッ
ホ
な
ど
の
出
発
点
も
や
は
り
、
そ
う
い
う
き
ち
ん
と
し
た
思
考
の

パ
タ
ー
ン
と
い
う
も
の
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
を

思
考
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
だ
け
で
は
な
く

て
、
実
存
で
も
何
で
も
全
部
に
と
っ
て
、
「
存
在
と
無
」
と
い
う
問
題
は
、

近
代
的
な
ひ
と
つ
の
出
発
点
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

従
っ
て
、
あ
え
て
、
意
識
の
形
態
と
し
て
捉
え
た
そ
れ
は
何
な
の
か
、

そ
こ
に
社
会
関
係
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

お
っ
し
干
る
の
は
そ
の
通
り
で
す
が
、
意
識
の
形
態
と
し
て
捉
え
た
と
い

う
の
は
、
ひ
と
つ
の
意
識
の
あ
り
方
、
フ
レ
ー
ム
を
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い

し
、
少
し
口
は
ば
っ
た
く
い
え
ば
、
そ
の
奥
に
は
「
存
在
と
無
」
と
い
う
、

ひ
と
つ
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
も
の
を
ふ
ま
え
た
上
で
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
の
ロ
ジ
ッ
タ
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
ひ
と
つ
の
空
間

が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
私
に
言
わ
せ
れ
ば
あ
だ
花
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

ご
ざ
い
ま
す
。

第
二
の
問
題
は
現
状
認
識
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
や
は
り
公
式
的
に

な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
パ
タ
ー
ン
と
し
て
い
わ
ゆ
る
社
会
的
知
識
と
|
|

こ
れ
は
三
木
清
先
生
が
『
社
会
科
学
概
論
』
そ
の
他
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に

つ
い
て
ず
い
分
前
に
書
か
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
じ
め
て
ユ
ー

ト
ピ
ア
論
と
い
う
も
の
を
、
論
理
化
し
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
三

木
清
先
生
で
は
な
い
か
と
思
う
訳
で
す
。
私
は
直
接
教
え
を
受
け
た
訳
で



は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
書
物
を
通
し
て
そ
う
思
っ
て
い
る
訳
で
す
が
、
そ
の

中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
突
に
簡
単
な
社
会
的
知
識
の
あ

り
方
の
問
題
で
あ
り
ま
す
|
|
い
わ
ゆ
る
現
状
認
識
と
い
う
も
の
に
つ
い

て
、
問
題
な
の
は
、
内
容
で
は
な
く
て
形
態
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。
何
を

問
題
に
し
た
か
ら
社
会
的
知
識
が
あ
り
、
何
を
問
題
と
し
た
か
ら
社
会
的

知
識
が
な
い
、
と
い
う
内
容
で
は
な
く
て
、
何
が
課
題
を
迷
し
た
か
と
い

う
形
が
問
題
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
先
程
ち
ょ
っ
と
言
築
を

は
さ
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
知
識
の
ド
タ
サ
形
態
、
つ
ま
り

ド
ク
サ
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
は
ち
ょ
っ
と
訳
せ
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、

例
示
的
に
言
え
ば
、
一
種
の
常
識
的
な
よ
う
な
も
の
、
そ
う
い
っ
た
ド
ク

サ
的
な
形
態
に
対
し
て
、
常
に
批
判
的
な
も
の
が
ミ
ュ
ト
ス
と
し
て
出
る

訳
で
す
。

ユートピアの成立

そ
れ
ぞ
れ
の
帰
結
が
、
か
た
や
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
い
う
も
の
に
よ
っ

て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
す
る
で
し
ょ
う
し
、
か
た
や
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス

に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
問
題
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
簡
単
に
図
式
化

し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
私
は
社
会
的
認
識
と
い

う
も
の
は
当
然
あ
る
訳
で
、
つ
ま
り
社
会
的
認
識
も
あ
る
か
ら
批
判
も
あ

る
訳
で
す
。
社
会
的
認
識
の
な
い
批
判
は
な
い
し
、
批
判
の
な
い
ユ
ー
ト

ピ
ア
は
あ
り
え
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
で
先
程
か
ら
「
社
会
の
壁
」
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
対
し

て
、
社
会
的
認
識
を
し
て
批
判
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
意
識

が
全
然
な
か
っ
た
ら
、
壁
に
向
う
意
識
は
出
て
こ
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
し
て
、
二
番
目
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
公
式
的
で
あ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
考
え
方
、
論
理
の
社
会
的
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知
識
の
諸
形
態
と
い
う
ひ
と
つ
の
公
式
を
と
っ
て
、
私
が
模
索
し
て
い
る

訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三
番
目
は
、
「
生
の
原
形
質
」
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

こ
の
原
形
質
は
大
変
キ
ザ
な
言
葉
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
別
の
言
業
で
言

え
ば
、
私
と
し
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
で
も
同
様
の
意
味
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
は
普
通
物
理
学
の
方
で
使
わ
れ
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
私
の
ね
つ
造
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
根
拠
と
し
て
私
が
意
識
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
を
借
り
た
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
『
時
間
と
自

由
』
の
中
に
出
て
く
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
-
λ
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
と
い
う
言
葉
を

借
り
て
言
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
子
不
ル
ギ
!
と
い
っ

た
訳
で
す
。
そ
れ
に
私
は
比
験
的
に
、
先
程
生
理
的
に
は
バ
イ
オ
ケ
ミ
ス

ト
リ
ー
で
、
人
聞
の
肉
体
的
な
構
造
は
ど
う
い
う
ア
ミ
ノ
酸
か
ら
で
き
て

い
る
と
か
い
う
こ
と
で
す
が
、
生
理
的
に
で
は
な
く
同
じ
生
き
る
と
い
う

こ
と
で
、
意
識
の
中
で
生
き
る
と
い
う
の
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
で
す
が
、

そ
の
中
か
ら
自
分
と
し
て
は
い
く
つ
か
を
抽
出
し
て
い
き
た
い
の
だ
、
と

い
う
プ
ロ
セ
マ
ハ
を
み
な
さ
ん
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
ど
紹
介
し
た
ま
で
で
す
。

で
す
か
ら
原
移
質
の
意
味
は
子
不
ル
ギl
と
同
意
義
で
私
は
使
っ
て
い
ま

す
。
あ
る
い
は
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
肉
体
的
な
も
の
と
対
比
さ
せ

る
意
味
で
、
わ
ざ
と
原
形
質
と
い
う
言
議
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
四
項
は
一
緒
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
た
し
か
に
色
々
ご
ざ

い
ま
す
。
モ
レ
リ
l

の
『
自
然
の
法
典
』
で
あ
る
と
か
、
マ
プ
リ
i

の
フ

ィ
ジ
オ
F

ラ
ッ
ト
に
対
す
る
も
の
は
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
確
か
に
私
有
財
産
の
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な
い
平
等
な
幸
福
な
社
会
と
い
う
も
の
が
描
か
れ
て
ま
す
し
、
こ
れ
は
も

う
プ
ラ
ト
ン
以
来
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
拙
か
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
私
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
お
っ
し
平

り
た
い
の
は
、
現
在
い
う
社
会
主
義
、
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義

と
科
学
的
社
会
主
義
と
い
う
も
の
を
、
我
々
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
ユ
ー
ト
ピ

ア
と
し
て
描
く
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
す
ぐ
明
日
そ
う
な

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
や
は
り
、

い
わ
ゆ
る
科
学
的
社
会
主
義
と
い
う
も
の
と
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
ー
シ

ャ
リ
ズ
ム
と
の
聞
係
で
、
こ
れ
は
先
程
多
少
問
題
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま

す
が
、
私
は
別
に
そ
れ
は
特
に
抵
触
す
る
訳
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

こ
れ
は
色
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
段
階
、

と
く
に
マ
ル
ク
ス
が
あ
あ
い
う
立
場
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
γ

・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ

ム
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
し
た
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
正
当
だ
ろ

う
と
思
う
訳
で
す
ロ
そ
れ
は
社
会
的
生
命
力
と
い
う
も
の
、
そ
れ
は
そ
の

場
合
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
も
の
が
笠
場
す
る
訳
で
し
ょ
う
し
、

そ
し
て
そ
う
い
っ
た
も
の
の
出
て
く
る
基
盤
、
必
然
性
の
論
理
、
そ
れ
が

科
学
的
に
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
ん
だ
と
言
う
こ
と
は
、
ま
っ

た
く
そ
の
通
り
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

た
だ
問
時
代
の
人
聞
が
あ
る
社
会
認
識
、
経
済
認
識
を
す
る
時
に
、
あ

な
た
の
は
大
変
甘
い
と
か
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
捉
え
方
だ
と
い
う
形
で
ユ

ー
ト
ピ
ア
だ
と
い
う
こ
と
を
使
っ
た
の
は
正
し
い
と
思
う
ん
で
す
。
し
か

し
、
歴
史
的
に
み
た
場
合
に
は
、
む
し
ろ
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
ー
シ
ャ
リ

ズ
ム
は
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

こ
の
点
は
、
マ
ル
タ
ス
よ
り
も
時
代
は
少
し
ず
れ
ま
す
が
、
か
え
っ
て

レ
l

ニ
ン
の
規
定
が
そ
れ
を
明
確
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

何
か
教
条
主
義
者
み
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、
分
り
よ
く
す
る
た
め
に
私
の

単
な
る
思
惑
よ
り
も
、
そ
の
言
葉
で
紹
介
し
た
方
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

ご
承
知
と
思
い
ま
す
が
、
レ
l
ニ
ン
が
「
二
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う

論
文
を
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
も
ま
ず
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

言
葉
を
引
用
い
た
し
ま
し
て
、
「
経
済
的
見
地
か
ら
見
れ
ば
形
式
上
あ
や

ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
世
界
史
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
正
し
い
も
の
で
あ
り
う
る
」
と
、
こ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
っ
た
言

築
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
数
街
し
て
レ
1

ニ
γ
が
、
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ

の
深
淵
な
命
題
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
述
べ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
主
義
は
経
済
学
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
形
式
上
あ
や

ま
っ
て
い
た
。
剰
余
側
値
を
交
換
の
法
則
の
見
地
か
ら
み
て
、
不
公
正
な

も
の
と
言
明
し
た
点
で
は
、
こ
の
社
会
主
義
は
あ
や
ま
っ
て
い
た
。
こ
の

社
会
主
義
に
比
べ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
理
論
家
た
ち
は
、
経
済
学
的

見
地
か
ら
す
れ
ば
、
形
式
上
正
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
剰
余
側
値
は
交

換
の
法
則
か
ら
『
全
く
自
然
に
、
全
く
公
正
に
』
出
て
く
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

γ

・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
世
界
史
的
な
見

地
か
ら
す
れ
ば
正
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
資
本
主
義
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
階
級
、
そ
し
て
ニ

O
世
紀
は
じ
め
の
今
資
本
主
義
に
終
止

符
を
う
つ
能
力
を
も
ち
、
そ
の
方
向
に
お
さ
え
よ
う
の
な
い
力
で
進
ん
で

い
る
大
衆
的
な
力
に
成
長
し
た
階
級
の
徴
候
で
あ
り
、
表
現
者
で
あ
り
、

前
ぶ
れ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
深
淵
な
命
題
が
、
ロ
シ

ア
の
現
在
の
ナ
ロ
l
ド
ニ
キ
あ
る
い
は
ト
ル
ド
グ
ィ
キ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
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評
価
す
る
に
際
し
て
、
ぜ
ひ
命
題
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら

く
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
ば
か
り
で
な
く
、
二
O
世
紀
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に

際
会
し
て
い
る
多
数
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
。
」

こ
れ
は
レ
l
-
一
ン
の
「
ニ
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
中
の
ひ
と
つ
で

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
あ
る
部
分
部
分
に
お
い
て
、
当
時
の
マ
ル

ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
や
そ
の
他
の
人
間
の
言
っ

て
い
る
経
済
学
的
事
実
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
だ
と
言
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
と
思
う

の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
世
界
史
と
い
う
も
っ
と
大
き
な
範
時
で
み
た

場
合
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
と
い
う
も
の
を
、
私
は
別
に
レ
l
ニ
ン

主
義
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
レ
l
ニ
γ

は
広
い
目
で
評
側
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
社
会
主
義
に
関
し
て
は
、
レ
l
ニ
γ
を
も
っ

て
何
か
虎
の
威
を
借
り
て
、
そ
の
影
に
か
く
れ
る
よ
う
で
す
が
、
私
自
身

も
同
様
に
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

あ
と
は
宗
教
と
の
関
係
で
も
う
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
宗

教
は
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
か
ら
、
も
う
い
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
要

す
る
に
あ
る
所
ま
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
宗
教
は
同
じ
よ
う
な
線
を
た
ど

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
正
し
き
も
の
へ
の
想
念
で

あ
っ
て
、
よ
り
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
宗
教
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
同
じ
だ

が
、
た
だ
そ
こ
か
ら
先
の
現
わ
れ
方
が
違
う
。
そ
れ
で
宗
教
の
場
合
に
は
、

先
程
も
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
の
媒
介
項
が
あ
る
も
の
は
おSE
E
S

啓

示
で
る
る
は
ず
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
啓
示
を
う
け
た
も
の
が
、
こ
ん
ど

は
そ
れ
を
時
間
論
的
な
終
末
論
と
し
て
完
成
さ
せ
て
い
く
の
が
、
宗
教
の

世
界
の
正
し
い
も
の
を
追
求
す
る
志
向
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
合
は
よ
り
正
し
い
も
の
を
求
め
ま
す
が
、
し
か
し
そ

の
場
合
あ
る
想
念
、
イ
デ
!
と
い
っ
て
も
い
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
媒
介

と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
何
ら
か
の
空
間
像
と
し
て
完
成
す
る
と
い
う
と

こ
ろ
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
宗
教
と
の
違
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

高
橋
縫
問
先
生
以
外
か
ら
で
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

田
村
一
般
の
方
の
討
論
の
時
聞
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ

け
短
か
く
お
願
い
し
ま
す
。

高
橋
で
は
、
ひ
と
つ
だ
け
。
懇
切
で
い
ね
い
に
お
教
え
い
た
だ
き
ま

し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
東
西
比
較
と
い
う
点
で
す
け

れ
ど
も
、
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
安
藤
昌
益
の
お
話
し
も
残
念
な
が
ら

分
り
ま
せ
ん
の
で
、
幸
い
な
こ
と
に
日
本
思
想
史
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
方

も
、
社
会
思
想
史
学
会
に
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
方
々
に
お
願
い
し

た
い
、
と
恩
い
ま
す
。

田
村
そ
れ
か
ら
、
中
野
先
生
ヘ
ウ
ェ
l

パ
l
の
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ

ス
の
問
題
に
つ
い
て
の
質
問
、
か
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
程
の
徳
永
先
生

の
ご
質
問
に
対
す
る
ご
解
答
で
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
も
し
補
足
の

必
要
が
あ
れ
ば
、
簡
単
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
野
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
と
の
関
連
で
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ゼ
も
、

私
は
社
会
主
義
と
い
う
の
は
産
業
革
命
の
中
で
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ソ
ス
革

命
以
後
出
て
き
た
思
想
で
、
市
民
社
会
を
批
判
し
、
そ
れ
を
止
場
し
よ
う

と
す
る
思
怨
で
あ
る
、
と
思
う
訳
で
、
市
民
社
会
が
形
成
し
は
じ
め
た
時

期
に
お
い
て
、
ト
マ

λ

・
モ
ア
の
考
え
方
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
ー
シ
ャ

リ
ズ
ム
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
い
た
だ
け
な
い
。

マ
γ

ク
ス
・
ウ
ェ
l

パ
l

が
資
本
主
義
を
モ
デ
ル
ナ
l

・
カ
ピ
タ
リ

λ
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ム
ス
、
近
代
資
本
主
義
と
い
い
、
ま
た
資
本
主
義
と
い
う
も
の
は
、
あ
ら

ゆ
る
時
代
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
近
代
社
会

主
義
と
い
う
も
の
を
、
一
応
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、
先
程
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
科
学
へ
」
、
あ
れ
に
は
「
社
会
主
義
の

発
展
」
が
つ
い
て
い
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
で
何
か
ユ
ー
ト

ピ
ア
か
ら
科
学
へ
と
い
う
の
が
、
何
か
連
続
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
、
段

階
を
経
た
飛
躍
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
、
来
し
て
正
し
い
か

ど
う
か
、
と
い
う
の
が
私
の
定
立
し
て
い
る
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
ウ
l

ト
ピ

l

の
中
に
色
々
オ
イ
ト
ピ
ー
を
含
ん
で
い
て
、
そ

れ
を
科
学
と
し
て
実
現
す
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
と
し
て
の
科
学
を
つ
く

り
あ
げ
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
意
欲
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
ン

ゲ
ル
久
を
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
な
る
実
証
性
と
い
う
こ
と
で
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
。
私
は
、
縫
回
先
生
と
ち
が
っ
て
、
三
木
清
さ
ん
を
あ

ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
尊
敬
も
し
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
た

だ
構
想
力
と
い
う
か
、
ア
イ
ン
ピ
ル
ド
ク
γ
F

ス
ク
ラ
フ
ト
、
フ
ァ

γ
タ

ジ
l
、
つ
ま
り
想
像
力
と
い
う
も
の
を
評
仰
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
点
で
マ
ル
F

ス
主
義
者
が
、
と
か
く
現
実
ベ
ッ
タ
り
に
な
っ

て
現
実
を
分
析
す
れ
ば
、
現
実
が
そ
の
ま
ま
む
き
出
し
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
豊
か
な
将
来
に
対
す
る
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
、
ア
イ
ン
ピ
ル
ド
ヮ
ソ
タ
ス
ク
ラ
フ
ト
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
概
念
論
者
と
し
て
批
判
さ
れ

そ
う
で
す
が
、
そ
う
し
た
側
面
が
あ
る
。
縫
問
先
生
の
ご
解
答
も
そ
う
し

た
面
を
強
調
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
が
現
実
か
ら
の
抽
象
で
あ
る
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
何
も
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
l

は
言
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
、
概
念
模
写
説
的
に
、
マ
ァ
タ
ス
・

ウ
ェ
l

バ
ー
を
読
み
込
む
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
彼
は
統
一
的
な
思

想
像
と
し
て
使
っ
て
い
る
訳
で
あ
っ
て
、
私
は
ウ
l
ト
ピ
!
と
言
う
の
は
、

ゲ
ダ
ン
ケ

γ
ゲ
ピ
ル
ド
ゥ

γ
F

と
い
う
よ
う
な
点
で
、
あ
る
い
は
イ
デ
ア

ル
ゲ
ピ
ル
ド
ゥ
ン
タ
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

う
し
た
側
面
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

ウ

l

ト
ピ

l

の
そ
う
し
た
側
面
を
無
視
し
て
、
単
な
る
オ
イ
ト
ピ
l
、

現
実
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
想
、
ロ
パ
l
ト
・
ォ
l
ウ
ェ

γ
、
フ
ー

リ
エ
あ
る
い
は
サ
γ

・
シ
モ
ン
に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
批
判

が
正
し
い
に
し
て
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
国
と
い
う

名
前
を
付
け
て
い
る
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
対
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
レ
ッ
テ

ル
を
貼
る
こ
と
は
、
非
常
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
の
か
。
私
は
近

代
五
O
O
年
の
歴
史
を
、
一
応
一
五
O
年
の
周
期
で
く
く
っ
て
み
る
と
、

近
代
を
そ
う
し
た
ひ
と
つ
の
直
線
と
し
て
み
る
よ
り
は
、
三
つ
あ
る
い
は

四
つ
の
波
と
し
て
お
考
え
い
た
だ
く
こ
と
が
、
重
要
で
は
な
い
か
、
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
訳
で
す
。

イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
に
つ
き
ま
し
て
、
あ
る
い
は
オ
イ
ト
ピ
ー
を
切

り
姶
て
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
|
自
身
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
階
級
闘
争
理
論
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ

ズ
ム
も
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
あ
る
い
は
ウ
l
ト
ピ
ー
で
あ
る
、
と
言
っ

て
、
現
実
に
限
り
な
く
近
づ
き
、
理
解
す
る
た
め
の
装
置
あ
る
い
は
道
具

と
し
て
考
え
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
を
ど
理
解
い
た
だ
き
た

-
L
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マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
l
パ
l
一
本
で
も
っ
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
ト
マ
ス
・

モ
ア
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
非
常
に
難
点
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
従
来
無
視
さ
れ
て
い
た
側
面
、
彼
の
サ
テ
ィ
l
ル
の
精
神
を
む
し

ろ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
l
パ
ー
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
再
評
側
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
強
調
の
仕
方
に
あ
る
い
は
行
き
過
ぎ
が

あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

田
村
な
お
、
高
橋
さ
ん
は
ご
不
満
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
今
の
問

題
は
あ
と
の
皆
さ
ん
の
討
論
の
方
へ
ま
わ
し
ま
し
て
、
沢
出
先
生
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

沢
田
私
、
藤
平
先
生
の
コ
メ
ン
テ

l

タ
ー
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
藤

平
先
生
へ
の
質
問
は
二
つ
程
に
致
し
ま
し
て
、
あ
と
は
時
聞
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
こ
れ
を
含
め
て
八
つ
程
の
コ
メ
ン
ト
を
、
皆
さ
ん
方
の
お
話
し

を
う
か
が
っ
た
コ
メ
ン
ト
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に
、
藤
平
先
生
は
ド
イ
ツ
で
も
誰
も
読
ま
な
く
な
っ
た
つ
ま
ら

な
い
も
の
を
や
っ
て
い
る
文
H主
唱
だ
と
、
ご
謙
遜
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
は

こ
の
ハ
イ
ン
ゼ
と
シ
ュ
ト

l

ル
ベ
ル
タ
と
い
う
二
人
の
名
前
を
全
然
知
り

ま
せ
ん
で
、
藤
平
先
生
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
名
前
を
知
っ
た
訳
で
、
こ
の

ご
発
表
に
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
機
会
に
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
ま
し
た
ら
、
ハ
イ
ン
ゼ
の

方
は
六
0
年
代
か
ら
ド
イ
ツ
で
色
4

研
究
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
シ
ュ
ト
l

ル
ベ
ル
ク
の
方
は
七
0
年
代
か
ら
色
々
な
研
究
が

出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
は
現
代
的
な
関
心
の
対
象
で

も
あ
る
よ
う
で
す
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
私
も
知

り
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
誰
も
読
ま
な
く
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な
っ
た
つ
ま
ら
な
い
本
な
ど
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
い
。

第
一
点
は
、
こ
れ
は
藤
平
先
生
へ
の
質
問
で
は
な
く
、
藤
平
先
生
が
一

般
的
な
議
論
の
中
で
、
プ
ル
ン
ナ
ー
と
い
う
人
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ク
ラ
ス

ィ
フ
ィ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
引
用
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
に
は
ロ
ビ
ン
ソ
ナ
l
デ

と
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
三
つ
が
あ
る
、
と
言
っ

て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
私
は
非
常
に
不
充
分
な
定
義
だ
と
思

い
ま
す
。
マ
γ

フ
才
l
ド
の
言
楽
を
使
え
ば
、
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
中

に
逃
避
的
と
か
再
建
的
と
か
い
う
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
論
理

的
に
も
、
社
会
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
逃
避
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
ロ
ビ
ン
ソ
ナ
ー

デ
と
な
ら
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

ロ
ピ

γ
ソ
ナ
l

デ
と
い
う
の
は
、
私
の
考
え
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は

入
ら
な
い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
あ
く
ま
で
何
か
理
想
性
と
い
う
も
の
が
あ

る
訳
で
す
か
ら
、
脱
出
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
れ
は
似
て
は
い
る
が
、
ユ

ー
ト
ピ
ア
に
は
入
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ブ
ル
γ
ナ
l
に
対
す

る
批
判
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
第
二
の
点
は
、
こ
れ
は
多
少
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
な
さ
い
ま
し
た

が
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ク
ラ
ス
ィ
フ
ィ
ケ
イ
シ
ョ
ン
、
そ

れ
は
定
義
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
も
は
っ
き
り
言
っ
て
定

義
し
て
い
な
い
の
で
、
た
だ
こ
れ
を
分
類
し
ま
し
て
、
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
と
再
建
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
定
義
は
ど
う
い
う
も
の
を
特
徴
と
す
る
か
、
と
い

う
と
、
ェ
イ
ム
レ
ス
・
エ
ス
ケ
イ
プ
、
つ
ま
り
何
か
気
持
ち
が
わ
る
い
か

ら
ア
ス
ピ
リ
ン
で
も
飲
も
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
マ
リ
フ
ァ

ナ
で
も
飲
も
う
と
い
う
の
が
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
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し
か
し
、
こ
れ
も
私
の
考
え
で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
な
ら
な
い
。
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
い
う
か
ら
に
は
、
や
は
り
何
か
理
想
主
義
と
い
う
も
の
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
自
分
で
た
だ
問
題
か
ら
遠
ざ
か
る
、
問
題
を
無

視
す
る
態
度
だ
と
言
う
の
で
す
ロ
で
す
か
ら
こ
れ
は
、
私
の
考
え
る
定
義

で
は
、
マ
γ

フ
寸
l

ド
が
い
う
逃
避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
の
は
、
ひ
と

つ
の
形
容
オ
盾
だ
と
思
い
ま
す
。

三
番
目
の
コ
メ
ン
ト
は
、
こ
れ
は
藤
平
先
生
に
対
す
る
質
問
で
す
が
、

確
か
二
つ
の
ド
イ
ツ
一
八
世
紀
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
例
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
て
、

内
面
的
で
あ
り
、
逃
避
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
文

化
の
後
進
性
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
、
と
言
わ
れ
た
訳
で
す
が
、
後
進
性
と

い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

後
進
性
と
か
先
進
性
と
か
は
大
塚
史
学
な
ど
で
い
や
と
い
う
程
き
い
て

い
る
訳
で
す
が
、
一
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
尺
度
で
後
進
性
と
言
わ
れ
る
の

か
。
あ
る
時
代
の
あ
る
一
定
の
社
会
の
立
場
と
い
う
も
の
を
、
例
え
ば
イ

ギ
リ
ス
な
ら
イ
ギ
リ
ス
を
絶
対
化
し
て
、
そ
こ
か
ら
み
て
、
内
面
的
な
表

象
だ
け
か
ら
後
進
的
だ
と
い
う
場
合
、
何
か
価
値
判
断
、
が
入
っ
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
尺
度
は
一
体
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
。

そ
れ
か
ら
、
四
番
目
に
、
ド
イ
ツ
で
は
一
八
世
紀
に
す
で
に
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
意
識
と
か
文
学
と
か
が
沢
山
出
て
き
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ド
イ

ツ
に
は
伝
統
と
理
組
と
の
不
一
致
が
、
非
常
に
強
く
意
識
さ
れ
た
。
そ
う

い
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
何
か
論
理
的
な
関
係
が
あ
る
の
を
想
定
し
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
想
と
現
実
と
の
不
一
致
が
強
く
意
識
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
出
て
く
る
と
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
何

か
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
一
六
、
七
、
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
九
で
も
、

際
E
V
f
t
F
E』
1
・1
I
i
f
-
-
J

そ
う
い
う
不
一
致
が
非
常
に
意
識
さ
れ
て
、
沢
山
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
作

品
な
い
し
文
学
が
出
て
い
る
訳
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
の
こ
と
を
ド

イ
ツ
の
特
徴
と
と
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
一
一
番
目
と
四
番
目

の
コ
メ
ン
ト
は
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

五
番
目
の
コ
メ
ン
ト
は
、
こ
れ
は
も
う
縫
回
先
生
か
ら
お
答
え
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
自
然
の
中
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
特
徴
に
な
っ
て
い
た
。
縫
問
先
生
の
お
話
し
で
す
と
、

自
然
と
対
立
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
る
と
。
こ
れ
を
世

界
史
的
な
目
で
見
ま
す
と
、
自
然
と
対
立
す
る
都
市
的
な
も
の
が
、
必
ず

ユ
ー
ト
ピ
ア
に
な
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

六
番
目
は
、
縫
回
先
生
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
流
れ
の
中
に
は
、
時
間

的
と
空
間
的
と
両
方
の
も
の
が
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と

い
う
の
が
は
い
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
大
変
面
白
い
指
摘
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
の
大
き
な
世
界
思
想
史
の
中
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
い
う
も
の

を
、
成
時
院
大
学
の
佐
々
木
斐
夫
先
生
も
長
く
研
究
を
つ
づ
け
て
お
ら
れ
て
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
は
理
解
し
て
お
り
ま

す
。
ド
l

レ
ン
と
い
う
人
が
二
0
年
代
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
い
う
の
を
、

グ
ン
シ
ュ
ツ
ァ
イ
ト
と
グ

γ
シ
ュ
ラ
ウ
ム
と
い
う
ふ
う
に
区
別
し
ま
し
て
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
グ
ン
シ
ュ
ラ
ウ
ム
の
も
の
だ
、
と
断
定
し
た
が
、
私

は
排
他
的
に
こ
う
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

縫
問
先
生
が
両
方
入
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
函
白
い
。
総
問
先
生

が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
い
う
の
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
願
望
空
間
の

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
正
し
い
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

必
ず
し
も
グ
ン
シ
ュ
ツ
7

イ
ト
と
絶
対
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。



そ
れ
か
ら
七
番
目
は
、
定
義
の
問
題
で
す
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
が
、
同

じ
よ
う
な
概
念
を
ち
が
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
混
乱
が
出
て

く
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
訳
で
す
が
、
社
会
思
惣
そ
の
も
の
、

社
会
と
は
何
か
と
い
う
定
義
を
一
致
さ
せ
て
お
か
な
い
と
混
乱
が
起
き
て

ノ
、
ヲ
匂
。

ユートピアの成立

そ
れ
で
定
義
が
必
要
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
縫
回
先
生
の
よ
う
に
「
生
」

の
子
不
ル
ギ
!
と
か
、
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
と
、
一
方
で
は
こ
れ
は
大

変
結
構
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
大
き
い
世
界
史
的

観
点
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

一
九
世
紀
的
な
発
想
法
か
ら
の
み
、
一
占
ハ
世
紀
な
り
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
定

義
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
一
九
世
紀
的
発
想
に
合
っ
た
も
の
だ

け
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
だ
と
思
い

ま
す
。
も
っ
と
大
き
な
燈
史
の
中
で
相
対
化
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
先
程
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
争
の
意
義
が
あ
る
と
思
う
。
つ

ま
り
、
一
九
世
紀
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
立
場
か
ら
の
み
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う

も
の
を
空
想
的
な
も
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
見
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

た
だ
し
、
そ
う
い
う
よ
う
な
世
界
史
的
な
見
方
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り

漠
然
と
し
て
い
る
の
で
限
定
の
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

あ
ま
り
に
も
大
き
く
見
ま
す
と
、
す
べ
て
の
理
想
主
義
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
に

な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ

λ
の
古

代
史
家
で
最
近
『
古
代
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
』
と
い
う
本
を
奮
い

た
フ
ァ
l

ガ
ソ
ン
と
い
う
人
で
す
が
、
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ス
ト
で
す
か
ら
、
ぁ
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ま
り
細
か
い
厳
密
な
概
念
を
も
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
に
し
て
も
す
べ
て
の
グ
ィ
ジ
ョ

γ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
言
う
。

グ
ィ
ジ
ョ

γ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
が
、
い
つ
も
相
関
関
係
に
あ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
ゲ
ィ
ジ
ョ

γ
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の

時
代
に
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
言
う
わ
け
で
す
。
こ
れ

自
体
ま
ち
が
っ
た
主
張
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
γ
や

理
想
主
義
を
も
つ
こ
と
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、

こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
。
当
然
何
ら
か
の
限
定
が
必
要
だ
と
私

は
思
う
訳
で
す
。

そ
こ
で
、
最
後
の
八
番
目
の
コ
メ
ン
ト
は
、
例
え
ば
、
そ
の
際
限
定
し

て
い
く
た
め
の
も
の
の
中
に
は
、
モ
ア
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
葉

を
つ
く
っ
た
最
初
の
人
な
ん
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
除
い
て
は
ユ
ー
ト
ピ
ア

思
想
の
作
業
仮
設
と
し
て
の
定
義
も
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意

味
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
あ
る
い
は
ド
ロ
フ
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち
は
、
明
ら

か
に
モ
ア
と
い
う
も
の
を
除
い
て
、
歴
史
的
な
も
の
を
除
い
て
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
観
今
立
酬
に
陥

っ
て
し
ま
う
。

た
だ
モ
ア
と
い
う
の
は
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
私
の
読
み
ま
し
た
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
な
作
品
の
中
で
、
一
番
理
解
の
む
つ
か
し
い
も
の
の
一
つ
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
対
話
な
の
で
す
が
、
対
話
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
ベ

ー
コ
ン
に
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
今
日
お
-
話
の
あ
り
ま
し
た
ド
イ
ツ
の
ハ
イ

γ

ゼ
に
し
て
も
、
非
常
に
機
械
的
な
対
話
で
、
た
だ
話
を
面
白
く
す
る
た

め
に
二
人
で
話
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
で
ち
が
っ
た
意
見
を
弁
証
法
的

に
対
置
さ
せ
発
展
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
モ
ア
の
場
合
に
は
、
対
話
と
い
う
の
が
非
常
に
ト
リ
ッ
キ

ー
な
も
の
で
し
て
、
二
人
な
い
し
三
人
が
ち
が
っ
た
立
場
で
対
話
を
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
著
者
の
モ
ア
自
身
は
後
に
い
る
訳
で
す
。
著
者
モ
ア
の

意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
社
会

科
学
者
が
と
か
〈
お
ろ
そ
か
に
し
が
ち
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
色
ん
な
伝
統
と
か
歴
史
的
な
研
究
を
キ
メ
細
か

く
や
っ
て
い
か
な
い
と
、
よ
く
分
ら
な
い
ん
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
を
見
て
い
く
と
、
ふ
つ
う
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
対
立

が
モ
ア
の
中
に
は
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
訳
で
す
。
つ

ま
り
例
え
ば
、
縫
回
先
生
も
言
わ
れ
ま
し
た
エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
l
、
こ
れ
は

何
か
恐
ろ
し
い
来
世
的
な
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
モ
ア
の
植
物
合
、

私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
今
始
ま
っ
て
い
る
エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
l
、
希
望
の

エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
l

、
そ
れ
は
米
世
に
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が

現
実
を
変
革
す
る
力
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
、

世
界
的
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
l
の
定
義
か
ら
は
は
ず
れ
て

く
る
訳
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
含
め
る
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
定
義
に

し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
排
除
す
る
点
も
あ
る
で
し

ょ
同
ノ
。

そ
れ
か
ら
、
同
じ
こ
と
が
、
い
わ
ば
自
由
意
志
の
問
題
、
モ
ア
の
場
合

に
は
恩
寵
と
い
う
こ
と
も
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
同
時
に
そ
れ
と
対
立

し
な
い
人
間
の
自
由
意
志
に
よ
る
変
革
、
と
い
う
も
の
が
調
和
的
に
入
っ

て
く
る
訳
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
も
、
モ
ア
は
人
聞
が
全
知
全
能

だ
と
い
う
よ
う
な
立
場
は
と
っ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
言
い
ま
す
と
、
人
間
の
全
能
主
義
だ
け
を

! 
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
す
る
見
方
が
、
・
先
程
言
わ
れ
た
ル
タ
!
の
中
に
も
あ
り

ま
す
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
モ
ル
ナ
ー
と
い
う
人
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
と
い
う
の
は
、
神
学
的
に
見
て
、
ベ
レ
ニ
ア
ル
・
ヘ
レ

シ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の

モ
ル
ナ
ー
と
い
う
よ
う
な
社
会
思
想
家
が
み
て
も
、
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

と
い
う
の
は
へ
レ
シ
ー
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
れ
を
よ
く
理
解
し
ま
す
と
、
通
俗
的
な
展
開
で

対
置
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
、
調
和
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い

う
モ
ア
の
場
合
の
よ
う
な
調
和
さ
れ
た
場
合
も
含
め
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
定

義
と
い
う
も
の
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
「
モ
ア
協
会
」
の
広
告
の
よ
う
に
な
っ
て
申
し
訳
な
い
の
で

す
が
、
実
は
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
定
義
の
問
題
に
つ
い

て
、
「
社
会
思
想
、
文
学
、
歴
史
」
と
い
う
よ
う
な
立
場
か
ら
、
田
村
先

生
な
ど
に
も
大
変
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
「
モ
ア
協
会
」
が
一
九

七
三
年
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
東
京
で
開
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
記
事
そ
の

他
を
集
め
た
も
の
が
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
l

文
学
・
歴
史
・
社
会
思
想l
』

(
荒
竹
出
版
〉
と
い
う
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、
会
場
の
下
に
出
て
お
り
ま

す
か
ら
、
興
味
の
あ
る
方
は
お
求
め
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
時
の
も
の
は
、
-
尾
白
川
と
い
う
か
ゼ
ロ
に
立
ち
返
っ
て
、
元
か
ら
定

義
し
な
お
し
て
い
か
な
け
れ
ば
話
が
す
す
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
意
識
で
や
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
問
題
は
ま
だ
解
決
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

社
会
思
想
史
学
会
の
方
々
に
も
、
こ
れ
か
ら
の
仕
事
の
役
に
立
つ
文
献
で

は
な
い
か
、
と
恩
い
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
し
た
訳
で
す
。
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以
上
、
八
点
が
私
の
コ
メγ
ト
、
そ
の
う
ち
二
つ
が
、
質
問
と
い
う
こ

と
で
す
。

田
村
で
は
、
藤
平
先
生
、
ご
質
問
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
お
ね
が
い

し
ま
す
。

藤
平
大
変
明
快
な
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
感
謝
し
ま
す
。
最

初
は
後
進
性
と
い
う
問
題
で
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
自
己
弁
解
致
し
ま
す
と
、

文
学
者
で
あ
る
の
に
や
た
ら
と
社
会
科
学
の
用
語
を
勝
手
に
使
う
私
も
、

反
省
す
べ
き
面
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
後
進
性
と
い
う
概
念
は
、
当
然
相

対
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
た
だ
や
は
り
歴

史
区
分
か
ら
言
う
と
、
近
代
の
初
期
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
場
合
に
、
あ
ら

ゆ
る
側
面
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
か
ら
見
て
も
、
ド
イ
ツ
が
後
進
性
を
負
っ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
な
事
実
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

歴
史
的
に
み
る
と
、
常
識
的
に
言
っ
て
、
宗
教
改
革
が
あ
っ
た
時
、
そ

の
結
果
と
い
う
の
は
、
当
然
鎖
邦
分
化
の
宗
教
的
神
聖
化
に
お
わ
る
。
さ

ら
に
、
耐
震
民
戦
争
と
い
う
も
の
も
失
敗
に
お
わ
る
。
そ
の
後
に
三O
年
戦

争
が
起
こ
り
ま
し
て
、
ド
イ
ツ
が
決
定
的
に
苅
め
つ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

ド
イ
ツ
の
国
内
で
戦
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
こ
の
三
O
年
戦
争
の

影
響
に
つ
い
て
も
、
歴
史
学
者
の
聞
で
も
色
々
議
論
が
あ
る
と
思
う
の
で

す
が
、
結
局
ど
う
み
て
も
こ
れ
が
ト
イ
ツ
に
決
定
的
な
膨
響
を
与
え
た
。

そ
の
結
出
来
、
国
家
と
い
う
レ
ベ
ル
を
か
か
え
て
の
イ
ギ
リ
ス
が
統
一
国
家

を
も
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
王
制
も
あ
る
程
度
ま
と
ま
り
を
見
せ
た
の

に
、
ド
イ
ツ
は
三
O
O
い
く
つ
の
領
邦
国
家
に
分
裂
し
た
。

さ
ら
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を
法
的
に
見
れ
ば
、
統
一
的
な
公
法
と
い
う

も
の
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
社
会
的
な
構
造
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、
イ
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ギ
リ
ス
型
の
市
民
社
会
と
い
う
も
の
も
生
ま
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
経
済
的

な
構
造
は
、
こ
れ
は
私
は
一
番
苦
手
な
ん
で
す
が
、
や
は
り
農
業
構
造
の

問
題
で
も
、
非
常
に
封
建
的
な
色
彩
が
淡
か
っ
た
。

一
八
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、
特
に
イ
ギ
リλ
と
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
が
ド

イ
ツ
に
非
常
に
強
く
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の

対
応
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
、
ど
う
客
観
的
に
見
て
も
、
あ
る
い
は

精
神
的
な
問
題
に
つ
い
て
見
て
も
、
ド
イ
ツ
文
化
と
い
う
の
は
、
国
民
文

化
と
し
て
成
立
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
識
は
、
ド
イ
ツ
の
文
学
者
に
決
定

的
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
て
、
そ
の
遅
れ
と
い
う
も
の
の
意
識
が
ど
れ

だ
け
彼
等
を
表
現
衝
動
に
か
り
た
て
た
か
、
ど
れ
だ
け
彼
等
が
苦
闘
し
て
、

自
分
の
文
学
、
自
分
の
思
想
を
形
成
し
て
行
っ
た
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、

我
4

が
一
七
世
紀
か
ら
の
文
学
者
た
も
の
生
活
、
あ
る
い
は
一
八
世
紀
の

文
化
、
あ
る
い
は
文
学
者
た
ち
の
生
き
方
を
表
現
し
た
世
界
を
見
た
場
合
、

明
ら
か
に
表
わ
し
て
い
る
訳
で
す
。
後
進
性
は
相
対
的
な
意
味
で
あ
る
と

は
言
え
、
近
代
初
期
の
ド
イ
ツ
の
場
合
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
決
し
て
無

意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
第
二
の
問
題
の
、
い
わ
ゆ
る
現
実
と
理
念
の
不
一
致
と
い

う
も
の
が
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
も
ま
た
相
対
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
程
度
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ド
イ
ツ
の
文
化
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
文
学
の
方

で
も
、
英
雄
詩
の
時
代
を
ひ
と
つ
の
頂
点
と
し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

シ
ュ
タ
ウ
ベ
ン
朝
時
代
の
文
学
を
頂
点
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
第
三
は

一
八
、
九
世
紀
の
ゲ
l

テ
時
代
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ド
イ
ツ
文
化
の
頂

点
を
な
す
と
は
、
グ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ

l

ラ
!
と
い
う
文
学
者
が
言
つ
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た
こ
と
で
す
が
、
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
は
事
実
だ
と
思
う
の
で
す
。

あ
れ
だ
け
高
い
文
化
を
う
み
だ
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
文

化
あ
る
い
は
歴
史
を
考
え
た
場
合
に
、
考
え
ら
れ
な
い
程
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
他
面
で
は
、
ど
れ
程
み
じ
め
な
生
活
が
現
実
に
あ
っ
た
か
、
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
久
タ
ー

ル
夫
人
に
せ
よ
、
ハ
イ
ネ
に
せ
よ
、
ノ
l
ル
、
コ
ル
フ
に
せ
よ
、
あ
る
い

は
ア
ブ
ッ
シ
ュ
に
せ
よ
、
メ
ー
リ
ン
グ
に
せ
よ
、
ァ
ド
ル
ノ
l
に
せ
よ
、

こ
う
い
う
人
た
ち
が
ド
イ
ツ
論
、
ド
イ
ツ
人
論
と
い
っ
た
も
の
を
展
開
す

る
場
合
、
そ
こ
に
必
ず
理
念
と
現
実
の
不
一
致
と
い
う
意
識
が
、
色
ん
な

変
容
を
受
け
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
基
礎
が
あ
る
。

こ
う
し
た
壮
大
な
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
中
で
、
一
方
で
非
常
に
高
い
文
化

を
つ
く
り
な
が
ら
、
現
実
に
は
非
常
に
み
じ
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の

解
明
と
し
て
、
理
念
と
現
実
の
不
一
致
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
・
意
識
を
提

示
し
た
。
そ
れ
で
、
相
対
的
な
問
題
と
し
て
、
ド
イ
ツ
文
化
を
問
題
に
す

る
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
事
実
、
ド
イ
ツ
文
化
論
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て

い
る
。

沢
田
確
か
に
社
会
的
に
、
市
民
社
会
と
か
市
民
権
と
か
言
う
も
の
が
、

ド
イ
ツ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
た
、
と
い
う

の
は
事
実
で
す
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル
ク
が
言
っ
て
い
る
立
場
と

い
う
の
は
、
プ
ロ
シ
ャ
的
な
絶
対
主
義
国
家
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
プ
ロ
テ

ス
ト
で
、
小
さ
い
領
邦
国
家
の
あ
く
ま
で
土
着
的
な
、
民
族
的
な
小
さ
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
を
、
官
僚
主
義
的
・
絶
対
主
義
的
国
家
に

対
し
て
守
ろ
う
、
と
い
う
発
想
か
ら
、
シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル
タ
の
『
島
』
と

い
う
話
は
で
き
て
い
る
。
そ
れ
を
は
た
し
て
後
進
性
と
言
え
る
か
ど
う
か
。

ち
ょ
う
ど
先
の
議
論
の
枠
の
中
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
エ
γ
ゲ
ル
ス
が

フ
ー
リ
エ
と
か
オ
ウ
エ
ン
を
空
想
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
社
会
主
義
者
だ
、

と
言
っ
て
け
な
し
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
い
う
も

の
が
今
日
で
は
新
た
に
評
制
さ
れ
な
お
し
て
い
る
。
他
の
意
味
で
私
は
色

ん
な
意
見
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
プ
ロ
ッ
ホ
は
、
む
し
ろ
一
時

け
な
さ
れ
て
い
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
い
う
も
の
を
復
活
さ
せ
た
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
は
じ
め
空
想
的
、
後
退
的
と
言
わ
れ
た
も
の

に
、
新
し
く
も
っ
と
積
極
的
な
評
側
が
加
え
ら
れ
た
、
と
い
う
背
景
か
ら

考
え
て
み
ま
す
と
、
シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル
タ
と
い
う
も
の
を
昔
と
同
じ
よ
う

に
、
た
だ
後
進
的
と
い
う
ふ
う
に
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

そ
れ
で
、
シ
ュ
ト
l
ル
ベ
ル
タ
の
発
惣
、
そ
う
い
う
民
族
的
、
土
着
的

な
も
の
を
強
大
な
官
僚
国
家
に
対
し
て
、
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
と
い
う

考
え
は
、
私
が
読
ん
で
み
て
す
ぐ
ピ
ン
と
来
た
の
は
、
ユ
ス
ト
ス
・
メ
l

ザ
i

の
考
え
で
す
。
ユ
λ
ト
ス
・
メ

l

ザ
l

も
最
近
で
は
新
た
に
再
発
見

さ
れ
て
、
思
想
の
系
譜
か
ら
言
う
と
、
羽
仁
五
郎
氏
な
ど
の
系
譜
な
ど
に

も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
を
後
進
的

と
い
っ
て
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、

そ
う
い
う
側
値
判
断
的
な
こ
と
は
一
応
忘
れ
て
、
も
う
少
し
先
進
と
か
後

進
と
か
い
う
こ
と
の
役
割
を
考
え
て
み
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
彼
が
こ
の
『
島
』
と
い
う
小
説
の
中
で
打
ち
出
し
て
く
る
価

値
と
い
う
の
は
、
民
族
愛
と
い
う
ふ
う
な
考
え
、
そ
し
て
、
国
家
権
力
に

対
す
る
拘
束
力
の
な
い
自
由
と
い
う
考
え
、
そ
れ
か
ら
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク

に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
書
い
た
当
時
は
ま
だ
ピ
エ
テ
イ
ス
ト
で
し
て
、
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ピ
エ
テ
イ
ス
ト
の
熱
烈
な
母
親
か
ら
受
け
た
影
響
と
い
う
の
が
、
ピ
エ
テ

イ
ズ
ム
に
よ
る
世
直
し
と
い
う
考
え
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
冷
た
い
啓
蒙
の
合

理
主
義
に
対
す
る
非
合
理
的
な
も
の
の
勝
利
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
こ
れ

は
当
時
の
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
ま
す
と
、
確
か
に
『
島
』
と

い
う
途
方
も
な
い
、
我
々
か
ら
見
る
と
子
供
ぼ
い
よ
う
な
話
の
中
に
折
り

込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
ひ
じ
よ
う
に
具
体
的
な
社
会
的
要
求
と
い
う
も
の

が
、
反
映
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ル
シ
ュ
タ
イγ
と
い
う
小
さ
な

領
邦
国
家
の
中
で
の
統
治
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
と
し
て
、
充

分
社
会
的
な
意
味
が
-
評
価
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば
ど
こ
か
の
島
へ
逃
げ
る
訳

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
だ
逃
げ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
ひ
と
つ

の
ゲ
l

ゲ
ン
ピ
ル
ト
と
し
て
現
状
を
批
判
す
る
。
シ
ュ
トl
ル
ベ
ル
ク
と

い
う
人
は
、
書
斎
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
官
僚
と
し
て
外
交
官
と
し

て
、
色
々
な
社
会
の
問
題
に
接
触
し
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
私
は
逃
避

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
、
と
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

藤
平
ご
指
摘
の
点
、
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
私
自
身
も
た
だ
逃

避
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
、
と
簡
単
に
片
付
け
て
し
ま
う
の
は
よ
く
な
い
こ
と

だ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当
然
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
形
成
す
べ
き
批
判
性

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
今
言
っ
た
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
絶
対

王
制
の
支
配
、
あ
る
い
は
ル
イ
一
四
世
の
フ
ラγ
ス
絶
対
王
制
の
批
判
、

そ
う
い
う
も
の
が
ド
イ
ツ
文
学
の
底
流
に
あ
っ
て
、
当
然
シ
ュ
ト
l

ル
ベ

ル
タ
の
中
に
そ
う
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う

も
の
が
表
現
領
域
と
し
て
社
会
の
広
が
り
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
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ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
の
内
面
住
の
問
題
と
し
て
解
決
し
て
い
く
面
が
、

全
体
と
し
て
強
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
、
批
判
性
の
意
味
、
今
言
っ
た
民
族
感
情
の
問
題
、
こ
う
い
う

も
の
を
非
常
に
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
形
で
表
現
す
る
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
的

な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
問
題
に
し
て
い
る
。
逃
避
と
い
う
言
葉
に

よ
っ
て
、
何
ら
か
の
価
値
判
断
を
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
全
く
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
今
言
っ
た
よ
う
に
批
判
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
を
読
み
と
る
こ
と
が
、
や
は
り
一
番
重
要
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
と
い
う
形
で
片
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
の
で
す
。

田
村
以
上
で
コ
メ
ン
ト
の
方
の
予
定
を
す
べ
て
終
り
、
す
で
に
五
時

を
ま
わ
り
予
定
の
時
聞
を
す
ぎ
て
お
り
ま
す
が
、
一
般
会
員
の
方
の
ご
怠

見
や
ご
質
問
を
ま
っ
た
く
お
う
か
が
い
し
な
い
で
、
ジγ
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉

じ
る
訳
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
の
で
、
若
干
時
聞
を
延
長
し
て
、
ご
質
問
な

り
ど
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
城
塚
さ
ん
、
次
に
水
田
さ
ん
、
つ
づ
い
て
、
安
丸
さ
ん
と
い
う
順

序
で
。

城
塚
登
縫
回
先
生
の
お
話
し
、
私
が
哲
学
畑
で
す
の
で
大
変
面
白
く

お
き
か
せ
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
ど
う
も
私
な
り
に
ひ
っ

か
か
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
私
な
り
に
意
見
を
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
「
生
」
へ
と
志
向
す
る
意
識
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
も
の
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
を
な
す

も
の
が
、
死
に
直
面
し
て
い
る
孤
独
あ
る
い
は
実
存
と
い
う
ふ
う
に
表
現

さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
内
容
と
し
て
は
、
共
同
体
志
向

と
い
う
方
向
が
出
て
く
る
、
と
い
う
ふ
う
に
お
述
べ
に
な
っ
た
、
と
思
う



82 

の
で
す
。

私
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
特
性
と
い
う
も
の
を
充

分
に
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
確
か
に
人
聞

の
根
源
的
な
狐
独
あ
る
い
は
実
存
と
い
っ
た
こ
と
が
、
当
然
あ
る
訳
で
す

け
れ
ど
も
、
同
時
に
先
程
コ
メ
ン
テ
l

タ
ー
か
ら
も
お
話
し
が
あ
っ
た
よ

う
に
、
人
聞
は
社
会
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
条
件
の
中
に
生
き

て
い
る
。
そ
こ
で
、
色
々
な
抑
圧
を
被
る
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
抑
圧
、

束
縛
、
あ
る
い
は
苦
痛
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
子
不
ル
ギ
l

が
、
レ
ー

ベ
γ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
出
て
く
る
、
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
ロ
そ
う
い
う
社
会
的
な
条
件
の
中
に
生
き
て
い
る
人
聞
が
負

っ
て
い
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
、
そ
れ
が
現
状
批
判
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も

な
る
し
、
ま
た
、
構
想
力
を
通
じ
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
形
成
に
ま
で
進
ん

で
行
く
、
と
い
う
ふ
う
に
具
体
的
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
う
枠
組
を
設
け
て
み
る
と
、
先
程
の
共
同
体
に
し
て
も
、
内
容

と
し
て
例
え
ば
自
由
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
平
等
で
あ
る
と
か
、
平
等

と
い
う
よ
り
支
配
関
係
が
な
い
と
か
、
連
帯
が
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
、

も
う
少
し
内
容
の
あ
る
共
同
性
と
い
う
も
の
を
規
定
す
る
こ
と
が
、
可
能

に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
な
条
件
を
付
け
加
え

て
言
え
ば
、
人
間
生
活
の
中
で
も
っ
と
も
重
く
我
々
を
束
縛
し
て
い
く
も

の
と
し
て
、
私
有
財
産
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う

も
の
に
対
す
る
否
定
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
の
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
恩
想

の
な
か
に
か
な
り
の
程
度
濃
厚
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
い
う
枠
組
を
設
け
れ
ば
、
も
う
少
し
具
体
的
な
規
定
が
可
能
に
な る

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ご
意
見
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま

す
。縫

田
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
ど
さ
い
ま
す
。
先
程
私
は
象
徴
的
な
言

葉
で
、
瓜
独
と
か
絶
望
と
か
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
意
識
の
中
で
孤
独
や

絶
望
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
何
も
な
く
て
そ
れ
を
感
じ
る
は
ず
が
な
い

の
で
あ
っ
て
、
必
ず
や
そ
れ
を
束
縛
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
総
体
的
に

そ
う
い
う
意
識
と
い
う
の
は
、
個
人
的
に
で
あ
れ
、
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ

で
あ
れ
、
民
族
で
あ
れ
、
感
じ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
が
象

徴
的
に
「
社
会
的
な
接
亡
と
申
し
あ
げ
た
も
の
は
、
漠
然
と
衝
立
て
の
よ

う
に
意
識
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
分
が
自
分
な
り
に
自
由
に
生
き
よ

う
、
そ
う
い
う
全
人
的
な
も
の
を
志
向
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
時
に
、
や

は
り
、
そ
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
単
な
る
個

人
の
上
に
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
全
人
的
に
十
分
に
自
己
自
身
に
な
り
え

な
い
、
と
い
う
の
が
、
私
の
い
う
孤
独
の
意
味
で
す
し
、
そ
れ
が
も
っ
と

強
烈
に
意
識
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
い
や
で
も
絶
望
の
淵
に
立
た
せ
ら
れ
る
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
あ
り
ま
し

て
、
私
も
何
か
自
分
を
束
縛
す
る
も
の
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
私
が
「
孤
独
」
と
か
「
絶
望
」
と
か
い
う
、
非
常
に
キ
ザ

な
言
葉
を
使
い
ま
し
た
た
め
に
、
非
常
に
適
正
を
欠
い
て
い
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
何
か
を
疎
外
し
て
い
く
も
の
を
意
識
す
れ
ば
こ
そ
、

「
壁
」
を
意
識
す
る
。
も
し
そ
れ
を
意
識
し
な
い
の
だ
っ
た
ら
、
今
日
も

明
日
も
こ
れ
で
い
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
孤
独
も
絶
望
も
な
い
訳
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
最
後
に
共
同
体
を
志
向
す
る
の
は
、
確
か
に
非
常
に
短
絡

的
に
結
び
つ
け
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
時
聞
が
な
い
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ユートピアの成立，

の
で
。
実
は
先
程
コ
メ
ン
テ
l
タ
!
の
方
か
ら
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
γ
-
Y
l

シ
ャ
リ
ズ
ム
と
サ
イ
エ
γ
テ
ィ
フ
ィ
ッ
タ
・
ソ

l

シ
ャ
り
ズ
ム
に
つ
い
て
、

も
う
少
し
キ
チ
γ
と
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
私
は
マ
ル
ク
ス
主

義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
程
文
献
を
く
わ
し
く
調
べ
た
訳
で
は

な
い
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
実
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
批

判
し
た
も
の
の
中
に
は
、
両
者
の
区
別
に
つ
い
て
、
非
常
に
大
き
な
括
れ

が
あ
る
訳
で
す
。

つ
ま
り
、
あ
る
論
理
構
成
を
た
ど
る
時
に
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
中
に
、

共
同
体
志
向
と
い
う
も
の
が
散
見
さ
れ
ま
す
が
、
実
際
の
社
会
運
動
、
ィ

γ
タ
l
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ど
の
時
に
出
す
テ
l
ゼ
と
か
戦
略
的
な
文
書
に
は
、

非
常
に
中
央
集
権
的
な
も
の
と
、
ま
た
非
常
に
ち
が
っ
た
も
の
が
出
て
く

る
。
そ
う
い
う
も
の
が
お
さ
ま
っ
て
く
る
と
、
や
は
り
ま
た
共
同
体
的
な

も
の
、
こ
の
共
同
体
的
と
い
う
意
味
も
問
題
で
し
ょ
う
が
、
要
す
る
に
あ

る
意
味
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
γ

・
ソ

l

シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
が
志
向
し
て
い

る
よ
う
な
連
合
と
か
い
っ
た
概
念
が
、
随
所
に
出
て
乙
る
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
、
い
く
つ
か
の
波
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
別
に
私
が
調
査
し
な
く
て
も
、
ご
承
知
の
と
お
り
例
の
マ
ル

テ
ィ
ン
ヮ
フ

l

パ
ー
と
い
う
人
が
、
丹
念
に
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
て
や
っ

て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
い
ち
い
ち
そ
れ
を
引
用
い
た
し
ま
せ
ん
。
そ

う
い
う
も
の
を
経
ず
に
、
共
同
体
的
と
い
う
結
論
的
な
こ
と
を
、
ポ
コ
ッ

と
出
し
ま
し
て
、
説
明
が
非
常
に
不
充
分
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も

う
少
し
時
聞
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
も
っ
て
行
き
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

田
村
次
は
水
田
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
が
、
時
聞
が
あ
り
ま
せ
ん
の
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で
、
な
る
べ
く
簡
単
に
、
お
答
え
も
簡
単
に
お
願
い
し
ま
す
。

水
田
洋
で
は
縫
回
さ
ん
に
、
大
体
の
と
こ
ろ
で
結
構
で
す
が
、
ム
ッ

ソ
リ

l

ニ
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
い
う
俳
誌
が
出
た
の
は
何
年
で
す
か
。

縫
国
最
初
に
出
ま
し
た
の
は
一
九
一
三
年
で
す
。

水
田
そ
う
し
ま
す
と
、
彼
の
ア
ナ
ル
コ
・
サ
γ
デ
ィ
カ
リ
久
ト
時
代

の
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

縫
回
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
比
四
ま
で
つ
づ
い
て
い
ま
し
て
、
別
に
フ

ァ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
思
想
で
は
な
い
ん
で
す
。
彼
が
そ
れ
へ
出
て
行
く

最
初
の
も
の
で
す
。

水
田
そ
れ
か
ら
、
中
野
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
す
。
中
野
・
高
橋
論
争

な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
僕
は
、
ゥ
ェ

l
バ
l

の
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
プ
ス
は
、

認
識
論
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
中
野
さ
ん
は
先
程
、
認
識
は
抽
象
で

あ
る
、
と
い
う
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
考
え
方
だ
、
と
い
う
よ
う
な
意

味
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
意
味
を
も
う
少
し
く
わ
し
く

う
カ
が
い
た
い
。

中
野
マ
ル
ク
久
主
義
的
と
申
し
ま
す
か
、
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者

が
ア
ッ
プ
ピ
ル
ト
&
川
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
。
や
ル
ク

ス
主
義
の
認
識
論
そ
の
も
の
は
、
私
は
あ
ま
り
研
究
し
て
お
り
ま
せ
ん
の

で
。水

田
実
は
そ
の
認
識
が
現
実
か
ら
の
抽
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

マ
ル
ク
λ
主
義
的
な
も
の
で
な
く
て
、
新
カ
γ
ト
派
的
な
も
の
、
ウ
ェ
l

パ
l

と
同
様
の
考
え
方
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ

プ
九
と
い
う
も
の
が
、
現
実
か
ら
離
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
現
実

か
ら
離
れ
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
構
想
し
て
も
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
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な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
現
実
を
認
識
す
る
た
め
の
作
業
仮
設
だ
、
と
い
う

こ
と
で
、
こ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
本
質
的
に
ち
が
う
も
の
で
は
な
い
か
、

と
思
う
の
で
す
。

中
野
客
観
性
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
拡
大
解
釈

で
ユ
ー
ト
ピ
ア
自
体
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
め
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

水
回
そ
う
し
ま
す
と
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
は
現
実
の
中
か
ら
、

そ
の
ひ
と
つ
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
行
っ
て
、
構
成
し
て
、
そ
れ
か
ら
ま

た
現
実
を
認
識
す
る
、
と
い
う
機
能
を
も
っ
、
と
い
う
ふ
う
に
お
考
え
な

の
で
す
か
。

中
野
そ
う
い
う
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

水
田
そ
れ
と
現
実
批
判
の
問
題
と
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
す
か
。

中
野
今
の
と
こ
ろ
、
現
実
批
判
は
ウ
ェ

l

パ
l

の
場
合
に
は
出
て
こ

な
い
、
と
思
い
ま
す
。

水
回
え
え
、
ゥ
ェ

l

パ
l

の
場
合
は
、
そ
れ
は
出
て
き
ま
せ
ん
ね
。

中
野
た
だ
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
場
合
に
は
そ
れ
が
同
時
に
出
て
く
る
。

い
わ
ば
、
近
代
社
会
、
市
民
社
会
形
成
以
前
の
段
階
に
お
い
て
あ
っ
た
と

0

.
フ
リ
グ
ア
|
ト
ク
ム
と
プ
プ
リ
ク
ム
と
い
う
も
の
が
、
市
民
社
会
の
形
成

後
分
裂
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
の
形
態
で
は
あ
り
え
た
、
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

水
悶
も
う
少
し
お
う
か
が
い
し
た
い
の
で
す
が
、
時
聞
が
な
い
の
で

こ
れ
で
や
め
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
最
後
に
沢
回
さ
ん
の
お
っ
し
干
っ
た
「
対
琶

で
す
ね
。
「
対
話
」
を
ち
干
ん
と
読
ん
で
行
く
と
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
中
の

モ
ア
に
矛
盾
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
た
も
の
。
こ
れ
は
僕
は
非
常
に
大
事
な

論
点
だ
と
恩
い
ま
す
。
そ
れ
を
も
し
短
か
い
時
間
内
で
お
話
し
で
き
る
の

で
し
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
う
か
が
い
た
い
ん
で
す
。

沢
田
こ
れ
は
ジ
ャ
ソ
ル
と
し
て
は
当
時
デ
グ
ラ
マ
ー
テ
ィ
オ
と
い
う

仮
空
論
争
の
よ
う
な
形
で
、
ア
イ
デ
ア
の
競
争
み
た
い
な
遊
び
と
し
て
行

な
わ
れ
た
こ
と
で
す
が
、
も
し
こ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
ど
う
だ
、
と
い
う

よ
う
な
仮
空
論
争
を
彼
は
よ
く
や
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
場
合
に
あ
っ
た

ら
ど
う
い
う
立
場
を
と
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
。
こ
れ
は
彼
の
ド
ラ
マ
テ

ィ
ッ
ク
な
タ
レ
ン
ト
と
関
係
が
あ
る
ん
で
す
が
、
あ
の
本
の
中
で
は
モ
ア

と
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
と
二
人
が
論
争
し
て
い
る
訳
で
す
。
た
だ
平
面
的
に
叙
述

し
て
も
い
い
も
の
を
二
人
が
交
代
で
話
す
と
い
う
の
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

対
話
の
本
は
ほ
か
に
沢
山
あ
る
ん
で
す
が
、
あ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
立
場
で
こ
の
二
人
が
論
じ
て
い
る
。

そ
の
裳
に
第
三
者
の
ト
マ
マ
ハ
・
モ
ア
と
い
う
も
の
が
お
り
ま
し
て
、
モ

ア
の
解
釈
論
争
の
中
で
、
あ
る
人
は
ヒ
λ

ロ
デ
ィ
が
そ
ア
で
あ
る
と
い
い
、

他
の
人
は
、
い
や
ち
が
う
登
場
人
物
の
モ
ア
が
著
者
の
モ
ア
で
あ
る
、
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
両
方
が
モ
ア
な
ん
だ
、
と
思
い
ま
す
。
く

わ
し
く
申
し
上
げ
る
と
長
く
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
多

層
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
非
常
に
キ
メ
細
か
く
長
い
こ
と
か
か
り
ま

し
て
、
よ
う
や
く
今
頃
そ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
で
は
な

い
か
、
と
思
い
ま
す
。
お
答
え
そ
れ
位
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

水
田
も
う
ひ
と
つ
。
先
進
、
後
進
の
問
題
と
し
て
、
改
め
て
シ
ソ
ポ

ジ
ウ
ム
を
組
ん
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
位
大
き
な
問
題
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
け
申
し
上
げ
て
質
問
は
し
ま
せ
ん
。
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中
野
水
田
先
生
は
先
制
怪
マγ
ク
ス
・
ウ
ェ
l

パ
ー
が
新
カ
ソ
ト
派
だ

と
お
っ
し
干
っ
た
の
で
す
が
、
私
も
沢
田
先
生
流
に
言
え
ば
、
マ
ツ
ダ
久

・
ウ
ェ

l
バ
l

研
究
と
い
う
の
は
、
い
か
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
ー
が

新
カ
ン
ト
派
で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
・

水
田
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
僕
が
言
っ
た
の
は
、
認
識
は
抽
象
で

あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
カ
ン
ト
以
来
一
貫
し
て
新
カ
γ

ト
派
的
だ
、

と
言
っ
た
訳
で
す
。
僕
は
ウ
ェ
l

パ
ー
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
の

問
題
で
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
思
い
ま
す
。

中
野
そ
れ
で
は
質
問
を
撤
回
し
ま
す
。

田
村
あ
と
お
一
人
だ
け
最
後
に
簡
単
に
お
願
い
し
ま
す
。

安
丸
良
夫
縫
回
先
生
に
、
日
本
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
け
る
自
然
の
問

題
に
つ
い
て
、
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
、
全
体
的
な

印
象
か
ら
言
い
ま
す
と
、
縫
回
先
生
の
理
論
的
な
枠
組
は
、
い
わ
ば
非
常

に
原
理
的
・
抽
象
的
に
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
抽
象
的

で
あ
る
が
故
に
、
普
遍
的
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
&
思
い
ま
す
。

た
だ
そ
の
場
合
に
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
由
来
は
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
方
に
あ
る
の
で
、
一
面
で
言
え
ば
普
遍
的
・
原
理
的
で
あ
る
も
の

が
、
東
洋
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
東
洋
の
思
想
に
対
し
て
は
必
ず
し
も

公
平
で
は
な
い
、
と
い
う
か
、
元
来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
し
た
も
の
を
ぺ

東
洋
に
適
用
し
ま
す
と
、
東
洋
の
現
実
の
問
題
と
少
し
ズ
レ
て
い
く
点
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
そ
の
問
題
も
、
具
体
的
な
場
と
し
て
自
然
の
問
題
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
日
本
で
は
確
か
に
一
般
的
に
言
っ
て
、
縫

回
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
も
の
は
か
な
り
弱
い
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と
言
え
る
し
、
そ
れ
が
自
然
の
概
念
と
割
合
く
っ
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
と

対
抗
的
に
、
い
わ
ば
人
工
的
に
構
築
さ
れ
る
、
と
い
う
性
格
が
弱
い
。
そ

の
た
め
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
、
い
わ
ば
思
想
的
な
自
立
性
も
弱
い
、

と
い
う
性
格
も
あ
る
、
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
一
般
論
と
し
て
は
別
に
異
論
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え

ば
、
安
藤
昌
益
の
場
合
を
考
え
ま
す
と
、
日
本
に
は
自
然
と
分
離
し
た
ユ

ー
ト
ピ
ア
と
い
う
の
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
昌
益
の
場

合
で
す
と
、
い
わ
ば
一
八
世
紀
の
中
程
の
幕
落
体
制
の
現
実
と
い
う
も
の

が
、
幕
府
や
藩
の
収
臨
時
と
い
う
意
味
で
も
、
農
村
の
階
層
分
解
と
い
う
意

味
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
農
民
を
収
奪
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
よ
う
な

現
実
に
対
し
て
い
わ
ば
、
自
然
と
人
間
と
い
う
も
の
を
、
農
耕
労
働
を
媒
介

に
し
て
新
し
い
統
一
に
も
た
ら
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
自
然
と
人
間
の

農
耕
労
働
を
聞
に
は
さ
ん
だ
統
一
性
と
い
う
も
の
を
幕
藩
制
社
会
の
現
実

に
対
置
す
る
、
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
場
合
に
自
然
と
い
う
概
念
を
、
い
わ
ば
幕
藩
制
の
現
実
に
対
す
る

批
判
の
原
理
と
し
て
、
構
築
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
幕
藩
制
の
中
で

そ
う
い
う
批
判
の
原
理
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
不
可
欠
の
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
除
い
て
し
ま
う
と
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い

う
も
の
が
そ
も
そ
も
成
立
し
う
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
非
常
に

疑
問
が
あ
り
、
と
り
わ
け
民
衆
レ
ベ
ル
で
は
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
な
し

に
は
、
お
そ
ら
く
成
立
し
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
の
中
に
も

う
少
し
積
極
的
な
意
味
を
見
い
出
し
て
も
い
い
ん
じ
干
な
い
か
。

そ
の
こ
と
と
関
係
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
中
で
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
な
も
の
の
考
え
方
が
成
立
し
て
き
ま
す
と
、
そ
の
考
え
方
に
は
由
民
本
的

u
h
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9
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な
性
絡
と
か
、
共
同
体
的
な
一
体
感
を
求
め
る
、
融
合
的
な
一
体
感
を
求

め
る
と
い
う
性
絡
と
か
、
自
然
と
人
間
と
の
統
一
あ
る
い
は
融
合
と
か
、

と
い
う
性
格
と
か
は
非
常
に
恨
強
く
あ
る
。
そ
う
い
う
例
え
ば
農
本
的
な

性
格
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
、
山
庶
民
の
社
会
を
基
盤
に
考
え
て
み
る
と
、

ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
形
で
成
立
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
先
程
ち
ょ
っ
と
例
に
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、

昭
和
の
あ
る
時
期
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
と
い
う
問

題
も
は
ら
ん
で
い
ま
す
が
、
曲
民
本
的
な
形
で
の
自
然
と
人
間
と
の
統
一
と

い
う
原
理
を
、
い
わ
ば
乏
し
い
思
想
的
な
素
材
の
中
か
ら
作
り
あ
げ
る
こ

と
で
、
日
本
の
民
衆
の
精
神
的
世
界
の
一
定
の
自
立
性
を
確
保
し
て
い
く

よ
う
な
方
向
性
が
、
客
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
あ
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

だ
か
ら
、
農
本
的
と
か
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
と
か
、
あ
る
い
は
個

の
未
確
立
と
い
う
問
題
は
、
現
実
の
中
の
矛
盾
に
対
抗
す
る
上
で
、
ど
う

し
て
も
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
生
ま
れ
な
い
よ
う
な
も
の
と

し
て
存
在
し
た
、
と
い
う
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以

上
で
す
。

田
村
縫
回
先
生
、
簡
単
に
結
論
だ
け
お
願
い
し
ま
す
。

縫
闘
で
す
か
ら
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
形
で
し
か
出
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
。
色
ん
な
国
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
比
叶
へ
た
場
合
に
、
何
か
定

着
性
が
な
い
、
あ
る
い
は
弱
い
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
申
し
上
げ
た
訳
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
先
程
の
三
個
目
の
ご
質
問
で
、
私
の
考
え
方
の
思
考
の
フ

レ
ー
ム
が
何
か
西
欧
を
基
準
に
し
て
、
東
祥
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

t 

と
い
う
こ
と
で
す
が
。
そ
れ
は
大
い
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

今
日
は
時
聞
が
な
く
て
色
ん
な
国
の
お
話
し
を
で
き
な
か
っ
た
。
同
じ
イ

l

ス
タ
γ
の
中
で
も
、
例
え
ば
イ
γ
ド
あ
る
い
は
中
固
な
ど
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
本
質
と
い
う
の
は
、
非
常
に
ウ
エ
ス
タ
γ
的
な
、
私
な
り
に
抽
出
し

た
い
く
つ
か
の
要
素
と
い
う
も
の
を
備
え
た
、
非
常
に
規
範
的
な
形
で
出

て
く
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
る
。

た
だ
日
本
だ
け
が
、
ど
う
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
関
し
て
は
何
か
特
別
に
そ

れ
が
根
付
か
な
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
も
っ
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も

何
か
片
手
落
ち
の
よ
う
に
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
広
い
意
味
の

東
洋
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
な
い
な
ん
て
、
全
然
言
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
テ

ィ
ピ
カ
ル
な
も
の
を
分
析
的
に
や
れ
ば
、
や
は
り
中
国
と
イ
ン
ド
辺
り
に

は
、
依
然
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
色
々
述
べ
た
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
時
聞
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。

田
村
こ
こ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
じ
る
の
は
、
惜
し
い
よ
う
な
気
も

し
ま
す
が
、
予
定
の
時
聞
を
大
幅
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
一
応

こ
の
辺
り
で
今
回
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
」
と
い
う
シ
γ
ポ
ジ
ウ
ム
を

閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
初
か
ら
何
か
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
を
出
す
よ
う
に
交
通
整
理
を
し

て
、
最
後
に
き
れ
い
に
ま
と
め
る
と
い
う
司
会
の
方
法
も
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
こ
の
会
の
学
際
的
な
特
殊
性
を
考
え
て
、
あ
え
て
そ
う
い
う
道
は

と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
、
今
日
の
シ

γ

ポ
ジ
ウ
ム
が

「
モ
ア
論
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
そ
の
点
だ
け
ち
ょ
っ
と
発
言
を
整
理
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
の
制
約
は
先
程
沢
回
先
生
が

コ
メ

γ
ト
あ
る
い
は
質
問
に
つ
い
て
お
答
え
の
時
に
補
足
さ
れ
ま
し
た
。
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先
生
の
そ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
読
み
方
は
、
最
近
の
モ
プ
研
究
の
水

準
を
一
番
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
沢
田
先
生
は
、
「
国
際

ト

l

マ
ス
・
モ
ア
協
会
」
の
一
員
で
も
あ
り
、
国
際
的
に
も
活
躍
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
の
で
、
先
程
の
ご
理
解
は
、
現
在
の
研
究
水
準
を
非
常
に
分

か
り
易
く
、
皆
さ
ん
に
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論

が
大
部
分
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主

義
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
広
く
社
会
主
義
と
ユ
ー
ト
ピ
ア

を
ど
う
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
ウ
ェl
バ
!
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
問
題

な
ど
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
辰
初
に
私
が

報
告
者
、
コ
メ
γ
テ
l

タ
ー
を
お
願
い
す
る
時
に
、
今
日
の
六
人
の
方
、

哲
学
あ
る
い
は
歴
史
学
、
社
会
思
想
史
、
経
済
思
想
史
、
文
学
、
社
会
学

と
、
さ
ま
ざ
ま
の
方
に
広
く
お
願
い
し
た
結
果
で
あ
り
ま
し
て
、
今
後
の

社
会
思
想
史
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
今
後

の
方
向
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
試
み
を
や
っ
て
み
た
訳
で
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
結
論

は
今
後
に
も
ち
こ
す
、
と
い
う
こ
と
で
、
先
程
水
田
さ
ん
の
ご
提
案
な
ど

も
あ
り
、
今
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
な
お
引
き
継
ぐ
と
い
う
可
能
性
も
残

し
て
、
今
回
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
じ

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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潰
島
朗
・
竹
内
郁
郎
・
石
川
晃
弘
編
一
八

O
O
同

社
会
学
小
辞
典

戦
後
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
た
現
代
社
会
学
の
最
新
の
水

準
と
関
辿
諸
科
学
の
研
究
成
来
を
ふ
ま
え
て
、
事
項
・
人
名

四
ニ
0
0
項
目
を
収
め
た
待
望
の
本
格
的
な
辞
典
で
す
。

大
山
・
正
・
藤
永
保
・
吉
田
正
昭
編
一
一

O
O
円

心
理
学
小
辞
典

心
理
学
と
関
逃
の
深
い
学
問
の
用
詩
も
含
め
て
、
学
習
に
必

要
な
基
本
的
な
用
語
・
人
名
約
二
五0
0
項
目
を
選
ぴ
、
各

項
目
を
百
字
か
ら
二
百
字
て
い
ど
で
術
泌
に
解
説
し
ま
し
た
。

近
代
日
本
百
年
の
歴
史
像
を
通
し
て
新
し
い
日
本
の
未
来
像
を
グ

近
代
日
本
社
会
思
想
史
I

二
E
f
-
-
一
一
一OO
円

近
代
日
本
社
会
思
想
史
王
制
勺

近
代
日
本
経
済
思
想
史
I

戸
長
司

近
代
日
本
経
済
思
想
史
と
住
谷
市

近
代
日
本
政
治
思
想
史
三
橋
川
ず

近
代
日
本
政
治
思
想
史
乙
松
本
崩 一

五
O
O
同

ニ
ニ
O
O
円

二
八
O
O
円

二
六
O
O
円

三
五
O
O
円

基
尽
都
千
代
田
区
神
岡
神
保
町
2

振
替
匹
座
/
東
京
6
1
3
7
0

番

歯車

有

斐

に
附
打
H
H

凶
同
日
間
同
日

M
M
H
H
H
u

ド
川
ド
日
日

1

l

r

!

I

 

閣
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自
由
論
題
I

ミ
ル
ト
ン
の
神
の
観
念
研
究
序
説

浜
林
は
じ
め
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
墓
示
教
育
大
の

浜
林
で
す
が
第
一
報
告
の
司
会
を
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
御
報
告
は
そ

こ
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
愛
知
教
育
大
の
原
問
先
生
か
ら
八
ミ
ル
ト
γ
の

神
の
観
念
研
究
序
説
V
と
い
う
テ

l

マ
で
お
話
を
頂
き
ま
す
が
、
報
告
と

質
問
と
合
わ
せ
て
一
時
間
と
い
う
時
聞
を
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

大
体
、
報
告
を
四
O
分
ほ
ど
頂
い
て
そ
の
後
二

O
分
ば
か
り
御
質
問
を
受

け
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

原
因
御
紹
介
を
受
け
ま
し
た
原
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
私
の
直
接
の
対
象
は
ジ
ョ
γ

・
ミ
ル
ト
ン
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
こ
こ
で
ジ
ョ
γ

・
ミ
ル
ト
γ

に
つ
い
て
云
々
す
る
と
い
う
こ
と

よ
り
も
、
我
A

の
文
学
の
立
場
か
ら
す
る
ミ
ル
ト
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い

う
の
は
局
所
的
、
閉
鎖
的
で
あ
り
ま
し
て
、
前
ん
べ
か
ら
私
は
そ
れ
に
対
し

て
ど
う
か
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
気
持
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。

で
、
こ
の
学
会
が
出
来
ま
し
て
、
思
想
史
と
い
う
そ
う
い
っ
た
立
場
か
ら

1・ー

" 

〔
報
告
〕

〔
司
会
〕

正

夫純

浜原

林田

も
の
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
だ
ん
だ
ん
自
分
な
り
に
し
て
ま
い

り
ま
し
て
、
田
村
先
生
か
ら
御
紹
介
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
際
イ
ギ
リ
ス

革
命
の
思
想
に
対
し
て
ミ
ル
ト
γ
研
究
者
が
ど
う
い
う
立
場
で
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
か
と
い
う
そ
う
い
っ
た
方
法
論
、
特
に
テ
キ
マ
ハ
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
関
し
て
、
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
た
ら
と
存
じ
ま
し
て
出
て
ま
い
り

ま
し
た
。

問
題
は
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
革
命
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
人
か
の
革
命
イ

デ
オ
ロ
l

グ
が
参
加
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
彼
ら
が
参
加
し
、
そ
う

い
う
中
で
生
み
出
し
た
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
は
我
々
に
現
に
存
在
し
て

い
る
。
し
か
し
、
革
命
は
存
在
し
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
革
命
が
研
究

す
る
私
達
の
最
終
対
象
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
テ
キ
ス
ト
を

経
な
け
れ
ば
そ
れ
に
渡
り
得
な
い
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
見
る
か
、

さ
ら
に
そ
の
前
に
、
我
々
と
い
う
こ
の
研
究
主
体
が
ど
う
い
う
関
係
を
対

象
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
何
と
申
し
ま
す
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か
一
般
的
な
問
題
か
ら
は
じ
め
な
い
と
、
ミ
ル
トγ
に
つ
い
て
話
を
し
て

も
、
そ
れ
は
自
己
満
足
的
な
も
の
に
終
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
我
々
の
仕
事
は
ま
あ
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
反
省
の
中
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま

し
て
考
え
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
始
め
ま
す
。

か
ん

イ
ギ
リ
ス
革
命
を
一
つ
の
珠
と
す
る
一
九
世
紀
以
前
の
近
代
革
命
は
、

封
建
身
分
制
並
び
に
中
世
的
不
合
理
か
ら
我
々
を
解
放
す
る
と
同
時
に
、

資
本
の
私
的
領
有
と
い
う
新
し
い
支
配
体
制
を
確
立
し
ま
し
た
。
エ
ソ
ゲ

ル
ス
は
こ
れ
ら
の
近
代
革
命
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
お
り
ま
す
。

「
こ
れ
ま
で
の
革
命
は
い
ず
れ
も
結
局
は
一
定
の
支
配
階
級
を
排
除
し
て
、

他
の
階
級
支
配
が
こ
れ
に
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
支
配
階
級
は
す
べ
て
支
配
さ
れ
る
人
民
大
衆
に
対
し
て
わ
ず
か
な
少
数

者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
つ
の
支
配
す
る
少
数
者
が
打
倒
さ
れ
る
と
他
の

少
数
者
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
国
家
権
力
を
湿
り
自
分
の
利
益
に
合
わ
せ
て

国
家
諸
機
関
を
改
変
し
た
。
」
こ
れ
は
マ
ル
ク
マ
ハ
の
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
階
級
闘
争
』
の
一
八
九
五
年
の
序
文
の
中
に
あ
る
言
葉
な
ん
で
す
が
、

イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
い
て
少
数
者
に
よ
る
支
配
の
交
代
は
、
イ
ギ
リ
ス
国

教
会
監
督
派
か
ら
長
老
派
へ
、
次
い
で
独
立
派
に
移
り
最
後
に
長
老
派
、

独
立
派
、
独
立
派
右
派
、
並
び
に
監
督
派
の
連
合
に
よ
る
王
政
復
古
が
行

な
わ
れ
、
結
局
革
命
は
挫
折
し
た
わ
け
で
す
。
イ
ギ
リλ
革
命
の
こ
の
保

守
性
は
大
土
地
の
私
的
領
有
と
資
本
主
義
的
生
産
の
結
合
と
い
う
、
イ
ギ

リ
久
社
会
の
特
殊
な
発
展
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
革
命
が

未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
近
代
革
命
に
共
通
す
る
法
則
的
な
も
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
こ
の
未
完
部
分
の
実
現
が
一
九
世
紀
中
葉
以
後
に
お
け
る
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資
本
主
義
体
制
変
革
と
い
う
新
た
な
課
題
と
し
て
我
々
の
前
に
現
わ
れ
て

く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
課
題
の
解
決
が
展
望
さ
れ
る
現

代
に
我
々
が
生
き
て
い
る
事
実
が
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
未
完
の
部
分
に
我

我
を
取
り
組
ま
せ
る
、
ま
た
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ
て
い
る
と
言

え
ま
し
ょ
う
。

我
々
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
対
し
て
三
世
紀
半
の
距
離
に
お
い
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
対
象
に
お
け
る
こ
の
過
去
性
、
対
象
が
持
つ
時

間
距
離
は
、
我
々
が
、
対
象
に
客
観
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場
を
作
り
出

し
て
く
れ
ま
し
た
。
と
、
同
時
に
こ
の
場
か
ら
す
る
対
象
の
理
解
は
我
々

が
対
象
と
史
的
に
連
続
し
た
存
在
で
あ
り
、
対
象
に
制
約
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。
イ
ギ
リ
兵
革
命
が
地
上
に
実
現
し
た

資
本
の
私
的
所
有
制
と
、
そ
の
革
命
が
不
充
分
に
し
か
来
た
せ
な
か
っ
た

人
聞
の
自
由
の
対
立
、
こ
の
二
つ
の
矛
盾
が
そ
れ
以
後
の
歴
史
に
お
い
て

顕
在
化
し
ま
し
て
、
今
日
こ
の
矛
盾
の
解
決
は
我
々
の
生
存
の
も
っ
と
も

基
本
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
対
象
と
我
々
と
の
一
一
一
世
紀
半
の
史
的
距
離
と

い
う
こ
の
事
実
は
確
固
と
し
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
置
か
れ

て
い
る
我
々
と
い
う
も
の
が
、
研
究
す
る
場
合
に
史
的
距
離
を
通
ら
な
け

れ
ば
、
対
象
に
客
観
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い'
ρは
事
実
で
あ
り
ま
す
。

テ
キ
ス
ト
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
抽
象
的
に
は
完

全
に
自
由
で
あ
る
の
は
当
り
前
の
話
な
ん
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
い

う
も
の
が
近
代
革
命
で
あ
る
が
故
に
し
残
し
て
し
ま
っ
た
、
特
に
イ
ギ
リ

ス
革
命
が
し
残
し
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l

の
解
放
と
い
う
か
、
一
九
世
紀

終
わ
り
に
な
っ
て
一
応
成
就
さ
れ
た
よ
う
な
、
選
挙
法
の
改
正
と
い
っ
た

1
1
1
h
μ
1
1
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1
1
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l
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問
題
、
そ
う
い
う
し
残
し
た
も
の
を
通
じ
て
社
会
革
命
の
課
題
が
は
っ
き

り
現
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
.
今
我A
4は
そ
の
過
程
に
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
が
し
残
し
た
、
エ
γ
ゲ
ル
ス
が
法
則
化
し

た
近
代
革
命
と
い
う
も
の
の
問
題
は
依
然
と
し
て
我
々
に
連
続
し
て
い
る
。

我
々
は
こ
こ
に
存
在
と
し
て
そ
う
い
う
連
続
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
以
上

我
々
は
意
識
と
し
て
は
自
由
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
生
き
て
い

る
と
い
う
形
に
お
い
て
、
こ
こ
で
の
関
係
と
い
う
の
は
、
も
う
の
つ
び
き

な
ら
な
い
社
会
革
命
の
規
定
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

研
究
主
体
が
持
っ
て
い
る
、
意
識
に
お
い
て
は
対
象
か
ら
自
由
で
あ
る
が
、

生
存
の
現
実
で
は
対
象
か
ら
の
史
的
規
定
に
あ
る
二
重
性
と
言
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
史
的
距
離
は
一
方
で
我
々
を
意
識
に
お
い
て
は
対
象
か
ら

独
立
さ
せ
る
と
同
時
に
、
他
方
、
存
在
に
お
い
て
は
対
象
に
我
々
を
制
約

し
て
お
り
ま
す
。
史
的
距
離
を
媒
介
と
す
る
我
々
と
対
象
と
の
こ
の
こ
霊

の
関
係
は
、
裁
々
に
つ
ね
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
研
究
主
体
は

対
象
か
ら
自
由
で
あ
り
、
か
つ
対
象
に
制
約
さ
れ
て
い
る
複
合
体
と
し
て

関
係
文
献
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
二
重
に
条

件
づ
け
ら
れ
て
い
る
研
究
主
体
の
あ
り
方
が
テ
キ
ス
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
つ
ね
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
こ
の
よ
う
な
主
体
に

対
し
て
、
テ
キ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
か
と
申
し
ま

す
と
、
テ
キ
ス
ト
は
革
命
の
状
況
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
状
況
が
消
滅
し
た
限
り
に
お
い
て
は
過
去
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も

っ
と
正
確
に
・
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
過
去
の
も
の
と
し
て
現
在
ま
で
残
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
史
的
距
離
の
此
方
の
末
端
に
た
ま
た
ま
生
を

享
け
て
存
在
し
て
い
る
研
究
主
体
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
史
的
経
過
の
中
で
種
占
、
注
釈
や
解
釈
を
施
さ

れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
史
的
連
続
体
と
し
て
現
存
し
て
い
る
と
言
え

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
は
、
そ
の
時
々
の
歴
史
の
条
件
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
主
体
が
テ
キ
九
ト
に
働
き
か
け
作
り
出
し
た
付
加
意
畿
を

テ
キ
ス
ト
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
過
去

そ
の
も
の
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
変
更
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。で

す
か
ら
、
我
々
研
究
主
体
は
今
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
の
距
離
に
媒
介

さ
れ
る
、
自
由
で
あ
り
か
つ
制
約
さ
れ
た
複
合
体
と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
出

会
う
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
距
離
と
い
う
も
の
を
持

つ
こ
と
な
し
に
過
去
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
稀
な
こ

と
で
す
。
テ
キ
ス
ト
に
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
い
ろ
い
ろ
、

解
釈
と
か
コ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
が
ず
っ
と
続
い
て
、
そ
の
意
味
で
テ
キ

ス
ト
も
史
的
な
複
合
体
で
あ
り
得
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は

種
々
に
い
じ
ら
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
い
テ
キ
九
ト
、
新
た
に
発
見
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト

も
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
と
い
う
も
の
は
全
く
史
的
距

離
を
考
え
ず
に
我
々
と
対
す
る
と
い
っ
た
、
そ
う
い
っ
た
や
っ
ぱ
り
研
究

主
体
と
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
と
い
う
も
の
を
規
定
し
て
お
い
た
方
が
正
し

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
す
。

我
々
が
自
ら
を
主
体
と
呼
び
得
る
の
は
、
我
々
が
対
象
か
ら
連
続
す
る

史
的
条
件
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
可
湖
一
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
象
に
対

し
て
自
由
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
独
立
体
で
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
対
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し
て
、
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
対
象
の
当
初
の
状
況
を
伝
え
る

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
我
々
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
認
知
さ
れ
る
べ
き

完
全
な
受
動
体
で
あ
り
ま
す
。
と
同
時
に
テ
キ
ス
ト
は
自
ら
に
内
在
し
て

い
る
重
要
性
と
価
値
、
テ
キ
ス
ト
が
内
に
持
っ
て
い
る
事
実
性
と
価
値
を

我
々
研
究
主
体
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
変
体
で
あ
り
ま
す
。

対
象
か
ら
自
由
で
あ
り
、
し
か
し
対
象
に
制
約
さ
れ
て
い
る
主
体
は
テ
キ

ス
ト
を
自
由
に
処
理
で
き
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
テ
キ

λ

ト
は
主
体
が
心
を
空
し
く
し
て
客
観
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
絶
対
的
の
権
威
と
し
て
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
主
体
と
テ
キ
マ
ハ
ト
と

の
関
係
は
さ
ら
に
、
主
体
が
対
象
と
の
連
続
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
史
的

な
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
そ
し
て
テ
キ
只
ト
は
そ
の
対
象
の
内
容
を
担
う

も
の
で
あ
る
が
故
に
、
対
象
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
な

ん
で
す
が
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
い
う
対
象
を
内
容
と

し
て
担
う
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
主
体
が
テ
キ
九
ト
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
主
体
自
ら
の
史
的
形
成
因
を
テ
キ
只
ト
に
求
め
る
と
い

う
自
己
認
識
の
道
程
と
な
る
わ
け
で
す
。
我
々
と
い
う
も
の
が
現
在
、
社

会
革
命
の
課
題
の
中
に
存
在
す
る
人
間
で
あ
る
、
そ
う
い
う
前
提
に
立
つ

な
ら
ば
、
そ
う
い
う
我
々
と
い
う
の
は
や
は
り
近
代
革
命
が
し
残
し
て
き

た
問
題
の
連
続
と
し
て
あ
る
。
そ
の
連
続
性
の
中
で
テ
キ
ス
ト
と
い
う
連

続
の
始
源
を
担
う
も
の
に
我
々
が
出
会
う
わ
け
で
す
。

主
体
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
現
に
あ
る
史
的
形
成
体
で
あ
る
自
己
を
省

察
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
理
解
の
行
為
が
、
主
体
が
現
に

置
か
れ
て
い
る
資
本
主
義
体
制
変
革
の
課
題
に
つ
な
が
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
、
主
体
と
テ
キ
久
ト
と
の
関
係
は
ナ
イ
ー
ブ
に
は
過
去
の
事
実
と
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価
値
の
客
観
的
な
解
明
と
い
う
技
術
的
な
形
と
し
て
現
わ
れ
ま
す
が
、
そ

の
過
去
が
現
に
あ
る
主
体
形
成
に
あ
ず
か
る
要
因
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

テ
キ
ス
ト
の
解
明
は
主
体
の
今
日
的
あ
り
方
を
照
ら
し
出
す
も
の
と
な
り

ま
す
。
以
上
が
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
史
研
究
に
際
し
て
、
主
体
が
テ
キ

ス
ト
を
処
理
す
る
方
法
の
一
般
原
理
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

問
題
は
そ
の
よ
う
に
我
々
の
存
在
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
要
因
が
あ
り
ま

す
が
、
我
々
を
形
成
し
て
い
る
一
つ
の
形
成
因
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
革
命
の

未
完
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
テ
キ
λ
ト
と
い

う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
と
テ
キ
久
ト
と
の
関
係
、

我
々
が
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
我
々
の
存
在

の
形
成
因
を
こ
こ
に
探
る
と
い
う
自
己
規
定
の
一
つ
の
仕
方
と
い
う
問
題

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
過
程
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
封
建
遺
制
を
支

配
の
建
て
前
と
す
る
絶
対
主
義
か
ら
近
代
立
懲
君
主
制
ま
で
歴
史
を
前
進

さ
せ
つ
つ
し
か
も
、
国
民
大
衆
を
以
前
の
ま
ま
、
封
建
的
隷
従
関
係
に
と

ど
め
て
お
く
た
め
に
、
よ
り
大
な
る
努
力
を
し
共
和
制
国
家
権
力
の
掌
揮

者
逮
が
自
ら
を
表
現
す
る
の
に
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
を
使
用
し
た
こ
と
、
並

び
に
彼
ら
の
支
配
に
抵
抗
し
た
側
も
又
、
同
じ
く
或
い
は
そ
れ
以
上
に
宗

教
イ
デ
ィ
オ
ム
に
よ
っ
て
自
己
を
表
現
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
の
問
題
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今

言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ

λ
革
命
が
当
時
者
に
と
っ
て
は
宗
教
の
レ

ベ
ル
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
そ
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
テ
キ
ス
ト
に
入
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
テ
キ
λ
ト
と
い
う
も
の
が
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
に

. 
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よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
、
こ
の
言
葉
は
タ
リ
ス
ト
ア
アH
ヒ
ル
が
何
ぺ
ん
で

も
使
っ
て
い
る
の
を
お
借
り
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
イ
デ
ィ
オ
ム
と
い

う
の
は
本
来
、
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
特
性
と
い
う
・
意
味
を
語
源
と
す

る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
広
い
意
味
で
は
国
民
と
か
国
家
と
か
、
国
自
身

の
特
性
を
指
す
言
語
、
狭
い
意
味
で
は
そ
の
地
域
と
か
階
級
と
か
文
化
に

特
有
な
言
葉
、
そ
れ
が
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
「
イ
デ
ィ
オ
ム
」
の
こ
と

な
ん
で
す
。
イ
ギ
リ
ユ
革
命
は
近
代
初
期
の
変
革
期
の
思
想
と
し
て
は
前

近
代
の
伝
統
や
構
造
を
受
け
つ
い
で
い
る
、
そ
う
い
っ
た
一
七
世
紀
初
期

及
び
中
葉
の
特
性
を
表
わ
す
も
の
が
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
で
あ
る
と
い
う
規

定
は
、
私
に
は
大
事
な
基
本
概
念
に
な
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

両
者
が
、
両
者
と
い
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
を
起
こ
し
、
し
か
も
反
革

命
に
転
落
し
て
行
く
側
と
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
側
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、

こ
の
両
者
が
共
に
使
用
し
た
イ
デ
ィ
オ
ム
は
、
全
知
全
能
の
超
越
者
に
し

て
か
つ
万
物
の
摂
理
者
で
あ
る
神
の
観
念
か
ら
演
え
き
さ
れ
る
思
惟
並
び

に
表
現
の
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通
妥
当
な
理
念
と
し
て
現
わ

れ
て
き
ま
す
。
人
聞
が
神
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
宗
教

イ
デ
ィ
オ
ム
は
人
聞
を
特
定
の
社
会
階
級
や
階
層
に
よ
っ
て
差
別
し
な
い

思
惟
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
一
般
と
い
う
普
通
概
念
を
本
来
的
に
前

提
と
し
て
お
り
ま
す
。
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
は
こ
の
よ
う
に
属
性
と
し
て
抽

象
性
と
普
通
妥
当
性
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
使
用

す
る
国
家
権
力
の
掌
握
者
で
あ
る
少
数
者
が
あ
た
か
も
全
国
民
、
或
い
は

全
人
類
を
代
表
し
得
る
か
の
よ
う
な
一
般
性
を
確
保
で
き
る
も
の
と
し
て

現
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
に
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
が
イ
ギ
リ
ス
革
命
に

お
い
て
果
た
し
た
先
導
性
と
偽
附
性
の
秘
密
が
あ
る
と
恩
わ
れ
ま
す
。

イ
ギ
リ
九
革
命
は
こ
の
よ
う
な
前
近
代
的
な
思
惟
形
式
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
論
理
化
さ
れ
、
関
係
者
の
パ
ト
ス
と
な
っ
て
自
己
を
表
現
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
現
存
す
る
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
関
係
文
献
は
意
識
的
に
も
無
意

識
的
に
も
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
思
惟
の
様
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
故
、
テ
キ
九
ト
処
理
に
お
き
ま
し
て
、
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
の

解
釈
は
最
も
重
要
な
分
野
と
な
り
ま
す
。
革
命
当
事
者
に
あ
っ
て
は
宗
教

が
革
命
状
況
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
宗
教
表
現
が
彼
ら
の
階
級
関
係
の

実
体
を
担
い
つ
つ
、
資
本
の
私
的
領
有
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命

を
未
完
に
終
ら
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
イ
ギ
り
ス
革
命
は
宗
教
の
属

性
で
あ
る
真
理
、
正
義
、
或
い
は
愛
な
ど
永
遠
的
、
本
源
的
な
も
の
を
指

向
す
る
諸
理
念
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
由
を
地
上
に
実
現
す
る
積
極
的
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
を
身
分
制
と

私
有
財
産
権
の
神
聖
な
ど
当
時
に
お
い
て
は
自
明
で
あ
っ
た
観
念
に
よ
っ

て
限
定
す
る
階
級
論
理
と
し
て
働
き
、
こ
の
よ
う
な
型
論
闘
争
で
相
手
に

勝
て
な
い
場
合
に
は
、
寧
隊
や
談
会
決
議
な
ど
国
家
権
力
を
行
使
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
権
力
や
機
関
も
又
、
国
家
公
認
の
教
義
、

礼
拝
、
礼
拝
様
式
、
教
会
制
度
に
よ
っ
て
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う

宗
教
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ロ
こ
の
こ
と
は
革
命
に
よ
っ
て

倒
さ
れ
た
監
督
派
か
ら
そ
れ
を
倒
し
て
支
配
の
交
代
を
行
な
っ
た
長
老
派
、

さ
ら
に
、
彼
ら
を
追
放
し
て
政
権
を
手
に
し
た
独
立
派
に
到
る
ま
で
全
て

の
少
数
者
権
力
集
団
に
共
通
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
こ
の
宗
教
性
は
今
日
の
イ
デ
ィ
オ
ム
に
従
え

ば
、
大
土
地
の
私
的
所
有
性
と
資
本
主
義
的
生
産
の
結
合
と
い
う
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
的
発
展
の
保
守
的
様
式
を
土
台
に
し
、
そ
の
政
治
形
態
で
あ
る
再
編
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さ
れ
た
貴
族
制
と
立
憲
君
主
制
に
照
応
す
る
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
白
か
ら

の
普
通
性
、
規
範
性
に
よ
っ
て
民
衆
を
動
員
し
、
革
命
を
遂
行
で
き
た
積

極
的
な
力
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
又
そ
れ
と
同
時
に
革
命
を
未
完

に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
再
編
さ
れ
た
所
有
者
階
級
の
決
意
と
そ
れ
を
実

現
さ
せ
た
力
を
担
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
イ
デ
ィ

オ
ム
は
イ
ギ
リ
λ
革
命
の
内
部
矛
盾
を
映
し
出
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
革
命
を
深
化
さ
せ
る
力
と
こ
れ
を
未
完
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
力
の

敵
対
、
こ
れ
ら
力
自
身
の
内
部
に
あ
る
矛
盾
を
思
惟
し
表
現
し
得
た
唯
一

の
形
式
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

我
ム
ベ
研
究
主
体
は
テ
キ
ス
ト
の
基
本
枠
で
あ
り
、
表
現
様
式
で
あ
る
宗

教
イ
デ
ィ
オ
ム
を
処
理
す
る
に
際
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
い
う
対
象
か

ら
自
由
で
あ
り
か
つ
対
象
に
制
約
さ
れ
て
い
る
複
合
体
と
し
て
出
発
す
る

の
で
す
が
、
そ
の
際
テ
キ
ス
ト
の
著
者
の
意
識
レ
ベ
ル
を
所
与
の
基
準
と

し
て
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
の
解
釈
を
行
な
う
方
法
は
、
著
者
の
思
惟
様
式
の

枠
内
に
我
々
の
意
識
を
限
定
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
こ
の
方
法
は
イ
ギ

リ
ス
革
命
を
ピ
ュ
l

リ
ソ
タ
ン
革
命
と
し
て
規
定
し
、
思
想
・
宗
教
の
レ

ベ
ル
に
限
定
す
る
の
で
あ
り
、
階
級
関
係
の
実
体
を
解
明
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
革
命
の
未
完
部
分
が
今
日
的
課
題
と
し
て
我
々
に
連

続
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
法
は
テ
キ

ス
ト
と
我
々
と
の
史
的
距
離
を
認
め
ず
、
我
々
が
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
自

由
で
あ
る
主
体
を
過
去
に
埋
没
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
方
法
は
我
々
に
と
っ
て
非
常
に
障
害
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
な

ん
で
す
が
、
テ
キ
λ
ト
が
持
っ
て
い
る
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
そ
の
も
の
か
ら
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出
発
す
る
と
こ
う
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
史
的
距
離
に
あ
る
我
々
が
現
代
の
イ
デ
ィ
オ
ム
に
従
っ

て
こ
れ
を
解
釈
す
る
と
い
う
具
合
に
い
け
ば
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

そ
こ
に
も
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
や
っ
た
よ
う
に

カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
予
定
説
、
あ
れ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
イ
ズ
ム
の
信
用

制
度
の
不
安
定
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
表
現
し
て
い
る
と
し
ま
す
。
そ
う
い

う
ふ
う
に
あ
る
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
を
我
々
の
側
の
イ
デ
ィ
オ
ム
に
よ
っ
て

解
釈
し
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ま
あ
、
社
会
科
学
者
に
と
っ
て
は

容
易
で
あ
る
し
、
そ
う
い
っ
た
方
向
と
い
う
の
は
行
な
わ
れ
、
今
後
も
ま

す
ま
す
行
な
わ
れ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
よ
う
な
言
い
換
え
の
方
法
だ
け
で
果
た
し
て
、
我
々
が
持
っ
て
い
る
課

題
が
解
決
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
私
に
は
ど
う
も
疑
問
に
思
い
ま
す
。

と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
特
に
文
学
関
係
で
や
っ
て
き
た
作
業
並
び
に
日
本

の
あ
る
程
度
の
方
が
や
っ
て
み
え
た
、
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
を
実
体
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
叫
ぶ
向
勾
砂
町
司
、
、z
ミ
芯
誌
な
遣
や
h
芯
旬
、H
H
S
H
R
同
勾
旬
、
口
、
ョ
・

白
H
H
.
b
司
な
忌
問
、
同
町
、
民
同
白
話
勾
ミ
ミ
ミ
芯
誌
な
ど
を
書
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ

ラ
な
ん
か
が
や
っ
た
よ
う
に
、
彼
自
身
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
場
合

に
は
、
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
が
実
体
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
枠
の
中
で

は
史
的
距
離
が
示
す
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
未
完
と
い
う
問
題
は
終
末
論
的
な
、

彼
岸
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
を
最
終
実
体
と

し
て
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
当
然
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
と
は
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
な
ん
だ
、
ピ
ュ
l
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
政
治
的
社
会
的
型
態
の

実
現
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
こ
の
方
法
は
、
史

的
距
離
の
問
題
が
提
起
し
て
い
る
我
々
主
体
が
こ
こ
に
今
生
き
て
い
る
こ
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と
、
主
体
生
存
の
場
に
は
関
わ
り
得
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
複
合
体
と
し
て
の
主
体
で
あ
る
自
分
が
自
ら
の
イ
デ
ィ
オ
ム
に
袈
打

ち
き
れ
つ
つ
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
実
体
で

あ
っ
た
宗
教
課
題
を
理
解
し
得
る
、
そ
う
い
う
方
法
を
や
は
り
見
つ
け
る

よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
う
の
で
す
。
ウ
ィ

γ
λ
タ
ン

リ

l

に
し
ろ
、
リ
ル
パ

l
γ

に
し
ろ
、
ミ
ル
ト

γ
に
し
ろ
、
ハ
リ
ン
ト
ソ

に
し
ろ
、
ハ
リ
ソ
ト

γ
は
ち
ょ
っ
と
宗
教
的
な
も
の
が
少
な
く
な
る
の
で

す
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
テ
キ
ス
ト
に
入
る
場
合
に
、
ど
っ
ち
か
の
イ
デ

ィ
オ
ム
に
足
を
取
ら
れ
る
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
ト
ー
タ
ル
な
像
と
い
う
も

の
を
出
し
得
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す
。

ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
ピ
ュ

l

リ
タ
ニ
ズ
ム
、
並
び
に
そ
の
諸
分
派
は

イ
ギ
リ
九
に
お
け
る
前
期
資
本
主
義
の
発
展
に
照
応
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
諸
様
式
で
あ
り
、
研
究
主
体
で
あ
る
紋4
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
形

式
、
構
造
、
機
能
、
形
成
過
程
が
下
部
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
法
則
的

に
解
明
さ
れ
る
べ
き
、
我
々
か
ら
離
れ
て
い
る
客
体
と
し
て
現
わ
れ
ま
す
。

我
々
か
ら
す
れ
ば
こ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
客
体
に
研
究
主
体
が

自
か
ら
を
無
に
し
て
純
客
観
的
、
認
識
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
は
、

い
わ
ば
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
類
で
あ
り
ま
し
て
、
研
究
者
は
白

か
ら
を
主
体
と
し
て
確
立
し
得
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
主
体
が
無
く

な
る
の
で
す
か
ら
。
他
方
、
テ
キ
ス
ト
著
者
の
意
識
レ
ベ
ル
を
経
済
、
政

治
諸
関
係
に
お
い
て
説
明
す
る
方
法
は
、
意
識
が
下
部
構
造
に
対
し
て
、

相
対
的
独
立
に
有
す
る
固
有
な
機
能
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
、
口
で
は
認

め
る
と
言
っ
て
も
、
論
文
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

我
々
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
宗
教
を
革
命
の
実
体
と
し
て
見
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
し
か
も
そ

の
形
態
を
内
部
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
し
て
、
意
味
を
理
解
で
き
る
方
法
を
実
践

的
に
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
テ
キ
ス
ト
の
著
者
の
意
図

を
内
部
に
入
っ
て
会
見
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
の
形
態
的
本
質
を
把
握
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
働
く
歴
史
運
動
を
法
則
的
に
理
解
で
き
る
よ
う

な
解
釈
の
方
法
が
あ
れ
ば
と
思
う
の
で
す
。
現
代
一
般
解
釈
学
は
そ
れ
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
千
ミ
リ
オ
日
ベ
テ
ィ
は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
「
歴
史
発
展
の
過
程
に
お
い
て
精
神
生

活
の
種
々
の
文
化
体
係
及
び
領
域
|
芸
術
、
言
語
、
文
学
、
科
学
、
法
、
経
済

な
ら
び
に
社
会
構
造
|
の
形
で
人
間
の
文
化
が
発
見
し
或
い
は
創
り
上
げ

る
多
様
な
形
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
悶
有
の
論
理
、
回
有
の
形
成
と
発
展
法
則

を
持
ち
、
固
有
の
構
造
と
意
味
関
係
の
法
則
を
持
っ
て
い
る
」
。
そ
し
て

ベ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
テ
キ
ス
ト
が
持
っ
て
い
る
固
有
の
形
態
法
則

を
見
出
そ
う
と
す
る
技
術
は
、
「
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
創
出
と
形
態
、
様
式

と
内
部
構
造
の
一
刻
性
、
的
確
性
に
お
い
て
再
認
識
し
、
内
側
か
ら
追
構

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
機
式
発
展
を
展
望
で
き
る
解
釈
に
奉
仕

で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
〔
何
回
目
巳

O

F
E
b

松
岡
旬
、
逮S
S
E
b

な
ミ

R
g
s
.語
ミ
ミ
吉
弘
凡
骨
吾
、

G
h
H
a
h
h

・

8
宮
s
h
門
官
、
S
Q
・
。
・
ω
・
冨

O
F
F
H
S
N
Y
ω
ω

・
2
・
m
叶
〕

文
学
解
釈
の
中
で
、
著
者
の
意
図
を
離
れ
て
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の

中
で
全
部
理
解
す
る
と
い
う
形
式
主
義
、
こ
れ
は
一
九
一
一
一

0
年
代
か
ら
五

0
年
代
に
わ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、

テ
キ
ス
ト
だ
け
で
全
て
を
割
り
切
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
我
々
も
洗
礼

を
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
方
向
が
行
き
詰
ま
っ
て
、
六
0
年
代
か
ら
、
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も
う
い
っ
ぺ
ん
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
た
著
者
を
、
日
常
的
な
存
在
以
上
の
も

の
、
一
つ
の
創
造
者
と
い
う
か
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
い
う
形
で
把
捜
し
、

そ
の
意
図
を
フ
ォ
ロ
ー
し
直
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
方
向
が
、
文
学
の
中

で
、
今
、
問
題
に
な
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

著
者
の
生
き
方
、
思
想
、
教
養
、
著
者
の
時
代
と
環
境
、
彼
に
先
行
す

る
時
代
か
ら
彼
が
継
承
し
た
文
化
遺
産
な
ど
を
考
察
す
る
実
証
的
方
法
、

こ
れ
は
一
九
世
紀
に
行
な
わ
れ
て
き
た
方
法
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
並

ん
で
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
構
造
と
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
分
析
的
な
方

法
、
こ
れ
は
二
O
世
紀
的
な
方
法
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
は

手
段
と
し
て
は
確
か
に
こ
れ
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
、
そ
れ
は
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
方
法
は
解
釈
学

に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
操
作
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

著
者
の
意
図
の
追
構
成
に
働
ら
く
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
は
テ
キ
ス
ト
が
一
万

す
著
者
の
発
想
パ
タ
l
γ

、
思
惟
様
式
及
び
感
情
発
想
の
形
式
を
革
命
状

況
の
転
換
の
様
態
と
し
て
把
握
し
、
状
況
が
か
か
る
手
デ
ィ
オ
ム
に
お
い

て
し
か
自
己
を
表
現
し
得
な
か
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
著
者
の
意
図
を
客

観
的
実
体
と
し
て
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
テ

キ
ス
ト
に
実
現
さ
れ
た
状
況
と
し
て
の
著
者
す
な
わ
ち
革
命
状
況
と
し
て

の
著
者
の
意
図
は
解
釈
者
の
理
解
の
中
で
著
者
個
人
の
意
識
レ
ベ
ル
か
ら

革
命
に
お
け
る
諸
カ
の
運
動
様
式
の
類
レ
ベ
ル
を
包
摂
す
る
も
の
と
な
っ

て
現
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
類
レ
ベ
ル
の
歴
史
発
展
の
様
態
が
著
者
の

意
図
と
し
て
観
念
形
態
と
な
る
次
第
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

解
釈
学
に
お
い
て
は
、
解
釈
者
が
著
者
の
意
図
の
外
に
あ
っ
て
、
個
の

レ
ベ
ル
か
ら
類
の
レ
ベ
ル
へ
の
抽
象
や
一
般
化
を
行
う
の
で
は
な
く
、
著

95 

j
!
f
r
i
t
p
l
i
l
i
-
-
J
1
1
 

者
の
意
図
そ
の
も
の
が
実
体
の
反
映
で
あ
り
か
つ
機
能
体
で
あ
り
、
個
か

ら
類
へ
、
類
か
ら
佃
へ
の
移
行
は
解
釈
者
の
了
解
の
相
と
し
て
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
解
釈
学
的
循
環
と
呼
ば
れ
る
全
体
犯
擾
の
方
法

で
あ
り
ま
す
。
著
者
の
意
図
は
、
そ
れ
自
身
、
形
式
、
建
有
機
能
に
よ

っ
て
、
研
究
主
体
に
対
し
て
白
か
ら
の
存
在
理
由
と
様
態
を
持
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
解
釈
学
は
テ
キ

λ
ト
を
科
学
的
処
理
の
資
料
と
し
て
で
は
な

く
、
価
値
の
存
在
様
式
と
し
て
見
る
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
す
。
信
仰
の
内

容
が
革
命
の
課
題
で
あ
り
、
信
仰
者
の
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
が
歴
史
運
動
そ

の
も
の
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
著
者

の
意
図
を
追
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
揮
で
き
る
様
態
か
ら
、
ベ
テ
ィ

の
言
う
よ
う
に
歴
史
的
な
様
式
発
展
を
展
望
で
き
る
解
釈
が
行
な
え
る
よ

う
努
力
し
な
け
れ
ば
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
こ
で
、
今
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
我
々
の
意
志
を
具

体
的
、
生
存
的
に
持
ち
、
そ
れ
に
沿
っ
て
解
釈
を
す
る
場
合
、
方
法
論
は
、

私
は
一
般
解
釈
学
と
い
う
も
の
に
な
る
、
何
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
一

つ
の
原
理
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
般
解
釈
学
そ
の
も
の
は
、

製
書
解
釈
か
ら
出
ま
す
が
、
ホ
I

マ
l

解
釈
、
ダ
ソ
テ
解
釈
と
い
っ
た
文

学
の
ハ
ザ
野
と
法
解
釈
の
分
野
に
拡
が
り
、
解
釈
の
対
象
を
一
般
化
す
る
に

つ
れ
て
、
解
釈
の
一
般
原
理
を
創
り
あ
げ
て
き
た
イ
γ
タ
l

・
デ
ィ
シ
プ

リ
ナ
リ
!
な
方
法
論
研
究
の
学
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
現
代
に
あ
っ

て
は
宗
教
、
政
治
、
経
済
、
芸
術
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ら
に
考
古
学
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
る
石
碑
ま
で
解
釈
す
る
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
方
法
論
と
い

っ
た
も
の
を
今
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

一
般
解
釈
学
は
〈
私
〉
と
テ
キ
ス
ト
と
の
了
解
関
係
、
す
な
わ
ち
解
釈
と
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い
う
も
の
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
解

釈
学
の
公
理
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
で
は
絶
対
の
ア
ポ
リ
ア
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
ど
う
し
て
可
能
か
と
言
う
と
、
こ
れ
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ

ル
の
よ
う
に
超
越
的
に
そ
れ
が
す
べ
て
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立

つ
よ
う
な
宗
教
的
な
立
場
も
あ
る
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ
う
に
、
生
の
歴

史
的
な
客
体
化
と
し
て
テ
キ
久
ト
が
あ
り
、
ま
た
我
々
も
生
と
い
う
も
の

の
中
に
入
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
こ
の
会
存
の
中
で
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と

い
う
非
常
に
抽
象
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
二

O
世
紀
に
入

っ
て
先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
な
意
味
で
の
史
的
距
離
が
問
題
に
な
る
社
会

革
命
の
立
場
す
な
わ
ち
史
的
唯
物
論
の
観
点
は
、
現
代
の
解
釈
学
に
は
私

の
知
る
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
こ
れ
を
入
れ
て
、
一
般
解
釈
学

で
ベ
テ
ィ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
の
意
図
の
追
構
成
に
よ
っ
て
確

定
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
様
態
か
ら
「
歴
史
的
な
様
式
発
展
を
展
望
で
き
る

解
釈
」
が
行
な
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
、
確
定
さ
れ
る

テ
キ
ス
ト
の
様
態
は
イ
ギ
リ
丸
一
革
命
の
個
的
か
つ
類
的
な
レ
ベ
ル
の
状
況

を
映
じ
て
い
る
と
い
う
反
映
論
と
そ
の
革
命
状
況
が
し
残
し
た
さ
ら
な
る

革
命
深
化
の
課
題
を
解
釈
者
が
社
会
革
命
と
し
て
今
こ
こ
に
自
ら
の
間
短

と
し
て
連
続
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と
と
の
統
一
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う

統
一
の
中
で
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
、
こ
の
統
一
的
課
題
を
理
論

的
に
も
実
践
的
に
も
押
し
進
め
て
く
れ
る
テ
キ
ス
ト
解
釈
が
、
我
々
研
究

主
体
に
必
要
で
あ
る
と
、
現
在
考
え
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
静

聴
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
拍
手
)

浜
林
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ミ
ル
ト
ソ
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
お
話
し
て
頂
け
な
か
っ
た
わ
け
で
、
ミ
ル
トγ
の
こ
と
に
御
関
心
を

F
L
I
P
i
l
l
i
-
-
1
1
i
 

お
持
ち
の
方
は
御
不
満
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
思
想
史
の
方
法
論

に
つ
い
て
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
と
患
い
ま
す
。
き
の
う
も
、
宗
教
の
話

が
ち
ょ
っ
と
出
か
か
っ
て
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
っ
た
感
じ
が
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
今
日
、
そ
の
点
で
は
共
通
し
た
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す

し
、
イ
ギ
リ

λ
の
思
想
史
だ
け
で
は
な
く
て
、
広
く
思
想
史
一
般
の
問
題

と
し
て
出
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
是
非
活
発
な
御
意
見
、
或
い

は
御
質
問
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

城
塚
登
東
京
大
学
の
城
塚
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
ミ
ル
ト
γ
に
つ
い

て
は
全
く
の
素
人
で
あ
り
ま
す
が
、
方
法
論
と
い
う
こ
と
で
大
変
興
味
深

く
お
話
を
聴
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
結
局
、
結
論
的
に
申
し
ま
す
と
、

我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
を
解
釈
す
る
場
合
に
、

第
一
に
そ
の
箸
者
の
置
か
れ
て
い
た
様A
な
条
件
と
い
う
も
の
を
調
べ
る
。

第
二
に
そ
れ
と
テ
キ
ス
ト
自
身
の
構
造
、
そ
の
他
を
分
析
的
に
把
え
る
。

更
に
、
第
三
に
我
々
が
主
体
と
し
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
書
い
た
著
者
の
意

図
、
或
い
は
方
向
付
け
と
い
っ
た
も
の
を
追
体
験
す
る
。
そ
う
い
う
三
つ

の
段
階
を
総
合
的
に
抱
え
る
こ
と
が
必
要
な
ん
だ
と
私
は
理
解
し
た
の
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
二
つ
質
問
を
し
た
い
ん
で
す
が
、
一
つ
は
、
先

ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
書
か
れ
た
時
に
残

さ
れ
た
問
題
、
或
い
は
そ
う
い
う
客
観
的
な
条
件
と
い
っ
た
も
の
が
歴
史

を
通
じ
て
我
A

に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
現
実
を
貫
い
て

い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
共
通
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
追
思
考
と
か
追

体
験
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
御
意
見
の
よ
う
に
聴
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、

そ
の
場
合
、
我
々
の
置
か
れ
て
い
る
条
件
と
明
白
に
違
う
も
の
に
つ
い
て

は
、
追
体
験
が
で
き
な
い
の
か
ど
う
か
、
例
え
ば
我
々
、
が
現
代
社
会
の
な



ミノレトソの事11の観念研究序説

か
に
生
活
し
て
資
本
主
義
の
問
題
を
深
刻
に
受
け
と
め
て
い
ま
す
し
、
そ

う
い
う
意
味
で
確
か
に
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
と
共
通
性
が
あ
る
わ
け
で
す
け

ど
も
、
逆
に
言
っ
て
、
そ
の
当
時
の
王
党
派
の
人
達
が
奮
い
た
テ
キ
ス
ト

と
い
う
も
の
は
理
解
で
き
な
い
の
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
点
で
す
ね
。
問

題
状
況
が
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
う
少
し
明
確
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
の
質
問
点
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
著
者

個
人
の
方
向
付
け
、
音
山
図
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ら

ず
し
て
、
そ
れ
を
生
み
出
し
℃
い
る
状
況
と
い
う
も
の
を
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
或
い
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
反
映
と
し
て
宗
教
イ
デ
ィ
オ

ム
な
ら
宗
教
イ
デ
ィ
オ
ム
と
い
う
も
の
を
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
、

言
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
、
個
と
類
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
類
に
あ
た
る
状
況
と
い
う
も
の
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
主

体
な
の
か
。
特
定
の
社
会
集
団
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
そ
の

社
会
集
団
を
支
え
て
い
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
諸
条
件
と
い
う
よ

う
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

原
岡
第
一
点
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
何
と
申
し
ま
す
か
、
私
自

身
の
行
為
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
し
か
話
が
出
来
な
い
も
ん
で
す

か
ら
、
御
了
解
願
い
た
い
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
〈
私
〉
個
人
で
は
な

く
て
意
識
す
る
と
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
代
と
い
う
も
の
が
社
会
革

命
の
中
に
あ
る
と
い
う
そ
の
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
社
会
革
命
を
か

す
か
な
が
ら
も
提
起
し
、
提
起
し
た
と
こ
ろ
で
滅
ぼ
さ
れ
て
い
っ
た
イ
ギ

リ
久
革
命
が
持
っ
て
お
っ
た
未
完
成
と
い
う
問
題
、
そ
の
問
題
は
連
続
す

る
の
は
当
然
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
所
か
ら
話
、
が
始
ま
り
ま
し
て
そ
の
場
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ド
ー

合
に
、
反
革
命
の
側
に
立
っ
た
逮
中
途
、
自
分
は
意
識
し
な
〈
て
も
反
革

命
の
側
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
連
中
も
い
ろ
い
ろ
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
人
達
が
提
起
し
表
現
し
た
問
題
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
我
々
が
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
或
い
は
敢
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
と
闘
わ
ね
ば
な

ら
な
い
側
に
あ
る
以
上
、
直
接
に
や
は
り
連
続
体
と
し
て
あ
る
、
と
そ
う

い
う
理
解
に
立
つ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
問
題
に
倒
し
て
は
、
先
生
が
大
変
、
き
ち
ん
と
私
の
言
葉

を
お
ま
と
め
下
さ
っ
て
大
変
有
難
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
解
釈
学

に
お
き
ま
し
て
は
、
解
釈
学
と
い
っ
て
も
、
現
代
解
釈
学
の
中
に
も
色
々
、

派
が
あ
り
ま
し
て
、
私
は
千
ミ
リ
オH
ベ
テ
ィ
と
い
う
、
現
代
で
は
ハ
γ
ス

H
ガ
ダ
マ
l

ル
の
よ
う
な
影
響
力
は
な
い
ん
で
す
が
、
そ
ち
ら
の
派
を
と

っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
御
理
解
が
違
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
彼
が
言
っ
て
い
る
の
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
背
後
に
著
者

の
意
図
が
あ
る
ん
だ
、
著
者
の
意
図
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
日
常
的
な

著
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
も
っ
と
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
生
み
出
す
創
造
者
と

し
て
、
要
す
る
に
、
も
っ
と
大
き
な
世
界
の
一
つ
の
意
志
と
し
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
あ
る
も
の
が
、
こ
こ
に
客
観
さ
れ
た
ん
だ
と
。
で
す
か
ら
、

我
々
が
こ
こ
と
直
接
交
渉
で
き
な
い
以
上
、
我
々
と
は
表
現
さ
れ
た
テ
キ

久
ト
し
か
な
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
を
通
っ
て
そ
こ
へ
行
く
と
い

う
、
そ
の
問
題
が
、
彼
が
言
っ
て
い
る
ナ
ッ
ハ
・
エ
ア
レ
l

ベ
ソ
と
い
う

よ
う
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
著
者
自
身
の
特
殊
な
様
態
が
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
様
態
が
そ
れ
だ
け
で
全
て
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ

な
ら
ば
、
そ
こ
は
解
釈
学
の
弱
い
と
こ
な
ん
で
、
そ
れ
だ
終
わ
っ
て
し
ま

う
わ
け
で
す
。
そ
こ
の
問
題
は
も
う

P

一
度
、
解
釈
し
直
し
考
え
ね
ば
な
ら
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な
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
私
は
そ
れ
は
、
一
種
の
反
映
論
と
し
て
、
ミ
メ

l

シ
ス
の
問
題
と
し
て
解
釈
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
前
提

と
し
ま
し
て
、
こ
の
問
題
の
中
で
そ
の
特
殊
性
・
形
態
・
相
違
と
い
う
も

の
が
明
ら
か
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
テ
キ
ス
ト
が
こ
れ
を
出
し
て
我
々

が
そ
の
連
続
と
し
て
生
き
て
、
そ
れ
を
理
解
す
る
。
こ
れ
を
私
は
状
況
と

考
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
状
況
と
い
う
の
は
解
釈
学
に
と
っ
て
は
非
常

に
神
秘
的
な
形
而
上
学
に
も
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
我
々
の
立
場
と
し

て
は
、
歴
史
法
則
と
し
て
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
革
命
、
そ
こ
に
お
け
る
一
六
三

0
年
代
の
終
わ
り
と

か
、
四
0
年
代
の
終
わ
り
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
革
命
、
反
革
命
の
結
節
点
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
テ
キ
ス
ト
が
現
存
し
、
そ
れ
を
我
々
が
読
む
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
内
実
情
を
内
部
構
造
と
し
て
理
解
で

き
る
、
こ
の
場
合
理
解
は
史
的
距
離
の
末
端
に
生
き
で
、
過
去
の
連
続
体

と
し
て
課
題
を
荷
な
っ
て
い
る
枚
々
で
あ
る
が
ゆ
え
に
理
解
で
き
る
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
〈
状
況
〉
と
は
我
A

の
主
体
に
よ
っ
て
把
掻
し

直
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。
先
生
の
御
質
問
の
答
え
と
し
ま
し
て
は
ち

ょ
っ
と
弱
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
が
。

浜
林
時
聞
が
も
う
余
り
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
城
塚
さ
ん
ど
う
ぞ
。

城
塚
登
今
、
お
っ
し
キ
っ
た
、
そ
の
状
況
で
す
が
、
そ
う
い
た
し
ま

す
と
、
そ
の
状
況
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
私
と
い
う
も
の
が
再
構
成
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

ふ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

原
因
再
構
成
さ
れ
た
も
の
が
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
。
再
構
成
さ

れ
た
も
の
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
我
々
研
究
主
体
は
皆
、

再
構
成
し
な
け
れ
ば
仕
事
が
で
き
な
い
よ
う
に
生
き
て
お
り
ま
す
。
テ
キ

ス
ト
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば
活
字
だ
け
で
あ
っ
て
、
我
ぺ
が
そ
れ
を
フ
才

ロ
l

し
直
し
て
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
現
存
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
フ

才
ロ
ー
す
る
我
々
と
い
う
主
体
と
い
う
も
の
が
確
立
し
な
い
と
、
再
構
成

さ
れ
た
も
の
は
客
観
性
に
達
し
ま
せ
ん
。
八
状
況
〉
が
客
観
的
に
存
在
し

得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
主
体
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
た
だ
テ
キ
λ
ト
が
あ
っ
て
そ
れ

を
厳
密
に
読
む
い
わ
ゆ
る
n
-
g
m
『
g
e

口
問
と
い
っ
た
方
法
で
、
科
学

的
、
没
個
性
的
に
読
む
と
い
う
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
方
法
は
、
そ
れ
は
結

局
テ
キ
ス
ト
の
側
か
ら
い
わ
ゆ
る
〈
客
観
的
〉
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
わ

け
で
、
主
体
が
こ
こ
に
今
あ
る
場
、
時
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
捨
象
し
て

し
ま
い
ま
す
。
大
事
な
こ
と
は
今
に
生
き
て
い
る
そ
の
自
分
の
客
観
性
と

い
う
も
の
を
確
立
し
た
上
で
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
、
そ
れ
に
よ
っ
て

我
々
が
再
構
成
し
た
も
の
は
、
主
観
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
同
時
に
客
観
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
の
真
理
性
が
-
説
明
で
き

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
実
験
的

に
は
不
可
能
で
す
。
歴
史
発
展
の
方
向
で
し
か
自
分
の
態
度
が
証
明
で
き

な
い
の
で
す
。

城
塚
結
構
で
す
。
そ
れ
か
ら
前
の
方
の
質
問
に
関
し
て
ゆ
し
ま
す
。

そ
う
致
し
ま
す
と
、
今
さ
し
あ
た
り
イ
ギ
リ
ス
革
命
が
問
題
に
な
っ
た
わ

け
で
す
け
ど
も
、
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
を
読

む
場
合
、
や
は
り
そ
こ
に
何
か
我
々
ま
で
及
ん
で
い
る
共
通
性
、
共
通
の

問
題
性
と
共
通
の
客
観
的
な
条
件
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
故
に
了
解
し
得

る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
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原
因
え
え
、
全
く
そ
の
通
り
と
思
い
ま
す
。

浜
林
そ
れ
じ
ゃ
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
議
論
、
が
あ
り
そ
う
で
す
け
ど
も
、

他
の
方
か
ら
御
発
言
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

芳
賀
守
ミ
ル
ト

γ
の
神
と
い
う
も
の
を
先
生
ど
う
思
い
ま
す
か
。

原
因
突
は
二
三
枚
を
予
定
し
て
き
ま
し
た
が
、
板
番
と
説
明
に
時
間

を
使
い
ま
し
て
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ミ
ル
ト
γ

の
神
と

い
う
問
題
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
神
学
的
な
神

云
々
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
論
じ
た
く
な
い
の
で
す
。
革
命
が
頂
点
に
達

し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
処
刑
さ
れ
、
共
和
国
が
出
来
る
と
い
う
そ
の
四

0
年
代
後
半
か
ら
下
が
っ
て
行
く
、
革
命
が
技
折
し
て
し
ま
う
時
に
、
、

ル
ト
ン
は
依
然
と
し
て
そ
の
深
化
の
方
向
で
行
く
わ
け
で
す
。
こ
の
附
、

こ
の
時
に
で
す
、
彼
自
身
の
神
の
観
念
の
重
要
な
部
分
、
す
な
わ
ち
カ
ル

ピ
ニ
ズ
ム
と
言
わ
れ
る
予
定
説
を
捨
て
る
と
か
、
三
位
一
体
を
批
判
す
る

と
い
う
板
本
的
な
変
化
が
彼
の
内
部
で
起
き
て
お
り
ま
す
。
彼
の
神
自
身

の
考
え
、
そ
れ
に
科
学
に
関
す
る
理
解
が
変
更
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
は
英
雄
詩
を
書
こ
う
と
し
て
ア
!
サ
l

王
に
関

す
る
も
の
を
考
え
て
い
た
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
古
典
の
ナ
イ
ー
ブ
な

継
承
と
し
て
の
叙
事
詩
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
こ

の
時
に
な
っ
て
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
英
雄
と
い
う
も
の
は
人
々
の
解
放

の
為
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
人
、
古
代
英
雄
の
よ
う
に
国
王
と
か
帝
王
な

ど
現
世
秩
序
の
ト
ッ
プ
に
い
る
人
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

伝
統
的
、
世
俗
的
な
英
雄
観
が
ミ
ル
ト
γ

か
ら
消
え
て
い
く
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
立
場
か
ら
『
楽
園
喪
失
』
が
書
か
れ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
非
英
雄
叙
事
詩
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
支
え
る
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も
の
は
ミ
ル
ト
ン
の
内
部
で
変
革
さ
れ
た
神
の
観
念
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

世
間
か
ら
消
え
て
い
く
、
闘
え
ば
消
さ
れ
て
い
く
人
聞
を
、
神
は
す
で
に

摂
理
の
中
で
生
か
し
、
永
遠
の
命
を
与
え
て
い
る
と
。
そ
う
い
う
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
欽
済
観
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
っ
き
り
で
て
く
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

だ
か
ら
私
は
ミ
ル
ト
γ
は
や
は
り
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
未
完
と
い
う
、
エ

ン
ゲ
ル
ス
が
出
し
た
近
代
革
命
の
テ
ー
ゼ
が
、
ミ
ル
ト
ソ
自
身
の
内
部
転

回
の
形
で
行
な
わ
れ
、
そ
の
中
心
に
彼
の
神
の
観
念
の
変
更
が
あ
っ
た
と
、

そ
う
い
う
工
合
に
考
え
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

浜
林
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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自
由
論
題
H

四
八
年
革
命
に
恥
け
る
民
族
と
プ

〔
こ
の
墾
在
、
の
ち
に
『
思
想
』
六
四
五
号
(
一
九
七
八
年
三

月
〉
所
収
の
論
文
「
一
八
凶
八
年
に
と
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

と
は
何
か
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
報
告
者
の
了
解
を
あ
え

て
、
レ
ジ
ュ
メ
と
報
告
当
日
の
質
疑
応
答
の
み
を
掲
載
す
る
こ
と

と
し
た
。
〕

レ
ジ
ュ
メ

こ
こ
で
は
上
の
主
題
を
一
八
四
八
年
の
ウ
ィ
!
ソ
と
ベ
ル
リ
ソ
に
即
し

て
展
開
す
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
一
般
論
と
し
て
論
を
立
て
る
の
で
は

な
く
、
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
に
与
え
ら
れ
た
諸
条
件
の
実
証
的
吟
味
を
と
お

し
て
、
そ
の
う
え
で
問
題
を
立
て
る
。

四
八
年
革
命
は
、
少
く
と
も
運
動
の
発
端
に
お
け
る
指
導
理
念
か
ら
す

れ
ば
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
議
革
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
パ
リ
や
ウ
ィ

I
γ

ゃ
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
ベ
ル
リ
ン
が
一
万
す
よ
う
に
、
運
動
が
進
展

す
る
な
か
で
、
そ
れ
は
急
速
に
、
ま
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
社
会
革
命
の
様

相
を
帯
び
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
革
命
が
、
そ
れ
自
身
を
展
開
す
る
な
か

ロ

レ
タ
リ
ア

l

ト
〔
報
告
〕

〔
司
会
〕

井知

平良

俊

彦力

で
、
市
民
社
会
を
否
定
し
て
そ
の
擬
制
を
あ
ば
く
も
の
を
、
自
分
自
身
の

内
部
に
と
り
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
市
民
社

会
の
「
外
部
」
か
ら
、
市
民
社
会
の
彼
岸
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が

「
死
霊
」
の
よ
う
に
「
野
蛮
な
」
姿
を
あ
ら
わ
し
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
市

民
社
会
の
外
縁
に
住
み
つ
く
。
彼
ら
は
市
民
社
会
の
内
部
か
ら
生
れ
、
育

っ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
彼
ら
は
革
命
の
経
過
の
な
か
で
、
市
民
社
会

の
な
か
で
育
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
と
衝
突
し
、
そ
れ
を
実
践
的
に

否
認
す
る
。
で
き
る
な
ら
、
こ
の
プ
ロ
リ
タ
リ
ア
l

ト
の
成
立
史
に
つ
い

て
も
一
八
四
0
年
代
の
ド
イ
ツ
に
即
し
て
述
べ
た
い
。

四
八
年
革
命
は
一
函
か
ら
す
れ
ば
民
族
独
立
闘
争
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
レ
ヴ
ェ
ル
の
民
族
運
動
が
そ
こ
で
重
層
的
に
交
錯
す
る
。
そ
し
て
、
少

く
と
も
ウ
ィ
ー
ン
の
場
合
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
多
く
は
、
ス
ラ
ヴ
の

流
民
で
あ
り
、
楽
民
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命

の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
の
存
在
か
ら
し



て
非
西
欧
的
で
あ
り
、
西
欧
市
民
社
会
に
た
い
す
る
「
ア
ジ
ア
的
」
敵
対

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
た
ん
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
を
否
認
し
た
だ

け
で
な
く
、
「
歴
史
な
き
民
族
」
と
し
て
、
西
欧
的
「
世
界
史
」
の
排
他

的
自
己
完
結
性
に
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。

質
疑
応
答

四八年革命における民族とプロレタリアート

淡
路
窓
治
(
岡
山
大
学
〉
二
点
、
ち
ょ
っ
と
質
問
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
良
知
さ
ん
が
結
論
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
ま
し
た
四0年
代
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
レ
ジ
ュ
メ
で
も
少
し
最
後
の
と

こ
ろ
で
触
れ
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
ウ
ィ
ー
ン
の
場
合
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
多
く
は
ス
ラ
ヴ
の
流
民
で
あ
り
楽
民
で
あ
っ
た
、

と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
今
の
話
の
結
論
の
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
う

い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
工
業
化
が
進
み
か
け
た
、
工
業
化
、
か
始
ま
っ

た
と
い
う
状
況
と
の
凶
係
は
、
良
知
さ
ん
の
場
合
は
〉
ほ
と
ん
ど
な
い
と

い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
二
つ
言
わ
れ
ま
し
た
で
す
ね
。
工
業
化

が
始
ま
っ
た
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
概
念
と
、
工

業
化
の
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
と
関
係
は
あ
る
け
れ
ど
も
と
い
う
ふ
う
に

前
提
さ
れ
ま
し
て
で
す
ね
、
そ
し
て
、
こ
う
い
う
流
民
で
あ
り
棄
民
で
Jあ

る
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
概
念
を
打
ち
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
お
話
か
ら
う
か
が
い
ま
す
と
、
問
題
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
ほ
と

ん
ど
工
業
化
と
は
凶
速
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
私
は
聞
き
と
っ
た
ん
で
す

が
、
そ
こ
ま
で
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

e

プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
が
ウ
ィ
ー
ン
の
市
外
区
の
外
に
集
っ
た
と
い
う
点
は
、
一
体
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ど
う
な
の
か
。
そ
れ
が
一
点
で
す
。

そ
れ
か
ら
第
二
点
は
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
概
念
で
す
ね
。

た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
が
『
十
八
日
』
の
な
か
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
、
ル
ン

ベ
γ

・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
概
念
で
、
こ
れ
は
ま
あ
、
は
た
し
て
、

そ
の
概
念
の
内
容
は
は
な
は
だ
む
ず
か
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク

ス
の
場
合
は
、
結
局
、
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
あ
あ
い
う
革
命

の
成
果
と
い
う
も
の
が
完
全
に
拙
概
さ
れ
て
い
っ
ち
ゃ
う
。
そ
の
さ
い
、
ル

イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
で
す
ね
、
パ
リ
の
ル
ン
ペ
ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

を
利
用
し
て
革
命
成
果
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
と
い
う
形
の
捉
え
方
を
、
一

面
で
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
記
憶
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い

う
典
型
的
な
ル
ン
ベ
γ

・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
す
ね
。
い
ま
良
知
さ
ん

が
摘
出
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
、
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
。
そ
の
点
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ー

良
知
御
質
問
の
ま
旨
は
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
第
一
点
は
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
と
工
業
化
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
の
場
合
で
い
い
ま

す
と
、
工
業
化
が
本
絡
的
に
展
開
し
て
い
く
の
は
五

0
年
代
に
入
っ
て
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
三
月
前
期
に
し
て
も
、
工
業
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
だ
し
、
そ
れ
が
当
時
の
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
す
。
こ
の
工
業
化
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
私
が
論
証
し
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
無
関
係
だ
と
い
う
ふ
う
に
お
聞
き
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
私
の
言
い
間
違
い
か
、
あ
る
い
は
説
明
不
足
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
じ
干
な
く
て
、
む
し
ろ
私
は
逆
に
お
話
し
て
い
る
ん
で
す
。
現
在
の

ド
イ
ツ
の
研
究
の
な
か
で
こ
の
パ
ウ
ベ
リ
ス
ム
ス
な
ど
の
研
究
は
、
こ
の

四
、
五
年
か
な
り
進
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
で
プ
ロ
レ
夕
日
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ア
ー
ト
の
問
題
と
工
業
化
と
は
、
直
接
的
に
は
関
係
が
な
い
ん
だ
と
考
え

て
い
る
論
者
は
比
較
的
多
い
わ
け
で
す
。
代
表
的
な
の
は
、
マ
ル
ク
久
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
本
を
ま
と
め
た
ヴ
ェ
ル
ナ
l
・
コ
ン

ツ
エ
ロ
労
働
運
動
史
や
民
族
問
題
な
ど
で
非
常
に
優
秀
な
人
で
す
が
、
彼

な
ど
む
し
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
問
題
は
工
業
化
と
は
関
係
が
な
い

の
で
あ
っ
て
、
工
業
化
以
前
の
別
の
理
由
に
よ
る
人
口
地
加
か
ら
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
生
れ
て
き
た
、
だ
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
れ

か
ら
お
こ
っ
て
く
る
工
業
化
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
工
業
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
一
つ
の

産
業
予
備
軍
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で

す
。
だ
け
ど
私
は
、
こ
の
グ
ェ
ル
ナ
l

・
コ

γ

ツ
ェ
の
見
解
に
は
そ
の
ま

ま
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
こ
の
時
期
に
は
、
工
業
化
は
き
わ
め
て

不
十
分
に
し
か
展
開
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
四
六
、
七
年
、
こ
と
に

四
七
年
に
か
け
て
一
つ
の
経
済
的
な
F

リ

l

ゼ
の
な
か
で
失
業
が
出
て
く

る
。
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
お
こ
っ
て
き
た
工
業
化
の
現
象
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
労
働
者
な
い
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
の
時
期
に
は
可
能
的

・
潜
在
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
し
か
な
か
っ
た
、
と
は
い
え
る
。
け

れ
ど
も
、
彼
ら
が
な
ぜ
、
農
村
で
の
生
活
が
破
壊
さ
れ
て
農
村
に
は
住
め

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
農
村
か
ら
流
出
し
て
流
民
と

な
っ
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ

l
γ

そ
の
他
の
大
都
市
の

周
辺
に
ど
う
し
て
住
み
つ
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
工
業
化
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
れ
に
動
因
を
も
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
連
中
が
ど
う
い
う
出
身
で
あ
り
、
ど
ん
な
年
令
胞
や
ど

ん
な
階
層
で
あ
る
か
、
働
い
て
い
る
人
間
の
年
令
な
ん
か
、
統
計
的
に
論

証
で
き
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
働
き
盛
り
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
連
中
が
ウ

ィ
ー
ン
の
市
外
区
の
周
辺
に
全
部
住
み
つ
い
て
く
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
ば
あ

い
、
そ
の
へ
ん
が
む
ず
か
し
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
城

門
の
外
に
住
み
つ
く
ん
で
す
。
こ
の
時
期
の
文
献
に
も
出
て
く
る
こ
と
な

ん
で
す
が
、
彼
ら
は
工
場
を
目
擦
に
や
っ
て
く
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ

の
意
味
で
、
こ
の
時
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
工
業
化
と
関
係
な
い
ん

だ
と
い
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
時
期
の
社
会
学
的
な
分
析

か
ら
い
え
ば
、
彼
ら
は
手
工
業
者
、
職
人
で
も
な
い
し
、
フ
て
フ
リ
タ
・

ア
ル
パ
イ
タ
ー
で
も
な
い
。
フ
7

プ
リ
タ
・
ア
ル
バ
イ
タ
l
は
非
常
に
高

賃
金
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
統
計
資
料
で
は
、
フ
ァ
ブ
り
ク
・
ア

ル
パ
イ
タ
ー
に
は
大
衆
的
貧
困
は
存
在
し
な
い
ん
だ
と
い
う
論
証
は
成
り

立
つ
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
フ
7

プ
リ
ク
・
ア
ル
パ
イ
タ
ー
で
は
ま
だ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
だ
け
で
す
。
彼
ら
が
潜
在
的
・
可
能

的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
後
に
近
代
的
な

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
当
然
転
化
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
ま
で
、
他
国
で

否
定
し
ち
平
っ
た
ら
、
一
九
世
紀
後
半
の
、
ま
た
五
十
年
代
の
ド
イ
ツ
の

道
は
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
そ
れ
は
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

ん
で
す
。
こ
れ
を
私
は
論
証
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
工
業
化
が
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
γ

久
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
で
お
こ
っ
て
い
る
。
ボ
ヘ
ミ
ア
は
背
か
ら
工
業
化
が
進
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
例
外
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
東
欧
の
い
わ
ゆ
る
ス
ラ

グ
的
社
会
で
工
業
化
が
お
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
も
ま
た
、
い
わ
ば
西
欧
の
工
業
化
に
触
発
さ
れ
て
故

郷
を
流
れ
出
し
た
と
い
え
る
と
、
思
い
ま
す
。
そ
の
流
動
す
る
構
造
を
き
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ち
ん
と
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
本
当
の
四
八
年
革
命
は
わ
か
ら
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
パ
リ
の
モ
ピ
l
ル
で
す
が
、
そ
れ
は
御
指
摘

の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
パ
リ
の
場
合
、
モ
ピ
|
ル
が
カ
ベ
ニ
ヤ
ツ
タ
に
利

用
さ
れ
て
、
自
分
た
ち
も
労
働
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
に

襲
い
か
か
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
事
態
が
六
月
事
件
の
中
に
確
か
に
あ
っ

た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
は
歴
史
家
の
だ
れ
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
ル
ン
ベ

γ

・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
い
わ
ゆ
る
モ
ピ
l
ル
に
編
成
さ

れ
た
い
わ
ば
反
革
命
に
動
員
さ
れ
た
人
聞
が
、
一
体
ど
ん
な
ふ
う
な
出
自

で
、
ど
ん
な
階
層
の
労
働
者
で
あ
っ
た
か
は
、
ほ
と
ん
ど
論
証
さ
れ
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
論
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
う
か
が
い
た
い

と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
た
と
え
ば
ウ
ィ
l
γ

の
ば
あ
い
で
い
い
ま

し
で
も
、
マ
ル
ク
ス
が
『
新
ラ
イ
γ
新
聞
』
の
な
か
で
、
一
O
月
の
ウ
ィ

l
γ

が
陥
落
し
て
い
く
事
態
を
描
き
な
が
ら
、
革
命
的
ウ
ィ
ー
ン
を
守
つ

dyyvu

, 

た
の
は
、
思
考
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
'
こ
れ
を
攻
め
立
て
た

の
は
、
一
犀
わ
れ
た
ル
ン
ベγ
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
、
と
い
う
規

定
を
し
て
い
ま
す
ね
。
で
す
け
ど
そ
の
場
合
、
攻
め
立
て
た
ル
γ
ベ
γ
・

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
今
日
の
報
告
で
は
別
に
何
も
ふ
れ
て
は
い
ま
せ

ん
が
、
ス
ラ
ブ
の
兵
隊
で
す
。
主
と
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
と
か
、
ボ
ヘ
ミ
ヤ

あ
た
り
か
ら
も
来
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ス
ラ
プ
の
兵
隊
が
ウ
ィ
ー
ン

の
攻
撃
に
動
員
さ
れ
て
、
寧
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
数
千
人
の
死
傷
者
を
出

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
守
っ
て
い
る
側
も
ス
ラ
ヴ
人
、
し
か
も
、
バ
リ
ケ

ー
ド
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
全
部
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
す
し
、
こ
れ
ら

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
直
接
突
込
ん
だ
の
も
、
ド
イ
ツ
人
で
な
く
て
λ

103 

ラ
ヴ
人
で
あ
る
こ
と
も
、
は
っ
き
り
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
マ
ル
ク
ス
は
雇
わ
れ
た
ル
γ
ベ
ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
ま
た
、
は

つ
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
故
郷
つ
ま
り
ク
ロ
ア
チ
ア
な
ど
は
、
そ

の
こ
ろ
一
種
の
久
ラ
ヴ
的
な
共
同
体
で
し
た
か
ら
、
彼
ら
は
ハ
ウ
久
ゲ
ノ

ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
出
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
連
中
が
一
つ

の
腿
い
兵
と
し
て
出
て
く
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
窓
図
は
、
や
っ
ぱ
り
彼

ら
な
り
の
民
族
解
放
辺
助
で
す
。
ま
た
、
彼
ら
の
民
族
解
放
を
凹
八
年
革

命
の
段
階
で
い
え
ば
、
三
月
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
契
求
に
触
発
さ
れ
て
、

そ
の
中
か
ら
彼
ら
が
立
ち
上
る
の
に
、
術
兵
と
な
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
を
取
凶

む
と
い
う
皮
肉
な
め
ぐ
り
あ
わ
せ
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
は
、
あ
る
程
度
、

私
で
も
論
証
で
き
る
。
そ
う
い
う
問
題
と
パ
リ
の
モ
ピ
l
ル
と
ど
う
霊
な

る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
フ
ラ
γ

ス
史
研
究
の
方
に
や
っ
て
い
た
だ
か
な

い
と
わ
か
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
の
場
合
で
も
、
六
月
蜂
起
が
つ
ぶ

れ
た
の
ち
、
た
く
さ
ん
の
労
働
者
が
殺
さ
れ
、
ま
た
、
殺
さ
れ
な
か
っ
た

労
働
者
が
数
万
も
ア
ル
ジ
ェ
に
送
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
腔
史
の

資
料
で
、
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
。
じ
キ
、
捕
っ
た
労
働
者
が
ア
ル
ジ
ェ

に
送
ら
れ
て
い
る
の
に
、
ア
ル
ジ
ェ
か
ら
来
た
労
働
者
が
そ
の
こ
ろ
い
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
に
聞
き
ま
し
た

ら
、
「
ま
ず
い
な
い
」
と
い
う
答
え
を
得
ま
し
た
。
だ
が
、
本
当
に
い
な
か

っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
に
お
聞
き

し
た
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
、
い
ま
は
論
証
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
。
ベ

ル
リ
ン
に
も
同
じ
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

山
本
啓
(
中
央
大
学
)
良
知
先
生
は
昨
年
の
『
思
想
』
に
書
か
れ
た

l
J
j
i
H
I
l
l
i
-
-
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論
文
の
な
か
で
、
ナ
チ
オ
ン
と
ナ
チ
オ
ナ
リ
テ
|
卜
の
紙
念
を
対
比
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
問
題
で
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の

ナ
チ
オ
ン
観
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
故
郷
の
シ

ュ
レ
ス
グ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
臨
時
政
府
の
パ
リ
代
表
と
し
て
、

四
八
年
革
命
の
過
程
で
出
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
四
九
年
に
デ
ン
マ

ー
ク
が
キ
ー
ル
を
占
領
す
る
こ
ろ
、
彼
は
パ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
す
が
、
彼

の
ナ
チ
オ
ン
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
、
さ
き
ほ
ど

ち
ょ
っ
と
名
前
が
上
が
り
ま
し
た
が
、
へl
ゲ
ル
左
派
の
ア
i

ノ
ル
ト
・

ル
l
ゲ
で
す
ね
。
ル
ー
ゲ
は
四
八
年
革
命
の
過
程
で
、
ま
さ
に
へ
l
ゲ
ル

主
義
の
最
高
次
概
念
で
あ
る
自
由
国
家
と
真
の
い
ん
昨
釦
を
押
し
出
し
ま
す
。

そ
し
て
彼
自
身
は
マ
ル
ク
ス
ら
の
共
産
主
義
の
概
念
に
対
置
し
て
、
社
会

の
自
由
主
裁
と
い
う
概
念
を
使
う
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
の
ナ
チ
オ
ン
鋭
と
、

先
生
が
論
文
で
押
し
出
さ
れ
て
い
る
ナ
チ
オ
ナ
リ
テ
l
ト
の
概
念
と
は
、

ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

良
知
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ナ
チ
オ
ソ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
、
そ
れ

か
ら
、
シ
ュ
タ
イ
γ
が
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
γ
の
問
題
に

ど
う
コ
ミ
ッ
ト
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
よ
く
知
り
ま
せ
ん

の
で
、
私
の
方
、
が
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ

の
点
は
、
ち
ょ
っ
と
答
を
保
留
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ル
l

ゲ
の
フ
ラ

イ
シ
ュ
タ
l
ト
の
概
念
と
の
関
連
で
、
ナ
チ
オγ
の
問
題
に
つ
い
て
、
御

質
問
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
が
ナ
チ
オ
ン
と
ナ
チ
オ
ナ
リ
テ
|

ト
の
問
題
を
具
体
的
に
展
開
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
は
多
民
族
国
家
と

の
か
か
わ
り
に
お
い
て
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
当
時
、
四
八
年
革
命
の
こ

ろ
で
い
え
ば
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
で
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
シ

f
p

仁

イ
ン
や
ル
l

ゲ
ら
が
構
想
し
た
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
の
民
族
的
統
一
と
、
そ

れ
に
レ
プ
，
フ
リ
ー
ク
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
国
民
国
家
構
想
と
は
、
全

く
質
的
に
呉
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
統
一
過
程
に
は
政
治
的
な
形
態

に
よ
る
統
一
が
民
族
的
統
合
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
要
す
る

に
国
民
国
家
の
形
成
の
場
合
に
自
然
に
考
え
ら
れ
る
近
代
的
な
ナ
チ
オ

γ

概
念
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
か
ぎ
り
、
た
と
え
ば
フ
ラ
γ

F
フ
ル
ト
国
民
議
会
の
ば
あ
い
で
す
ら
、
革
命
の
問
題
を
論
じ
る
よ
り
も
、

ド
イ
ツ
統
一
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
会
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
は
統
一
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
ナ
チ
オ
γ

を
持

ち
出
す
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
人
の
ば
あ
い
、
ス
ラ
ヴ
人
の
住
ん

で
い
る
と
こ
ろ
ま
で
ド
イ
ツ
だ
な
ん
て
い
っ
ち
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
、
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

γ
だ
っ
て
、
こ
と
に
シ
ュ
レ
ス
グ
ィ
ヒ
の

ほ
う
は
、
困
難
な
民
族
問
.
胞
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
人
の
民
族
的
偏

見
が
出
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
問
題
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
そ
れ
が

一
つ
の
ナ
チ
オ
γ

と
し
て
の
統
一
だ
と
い
う
観
点
は
あ
る
ん
で
す
。
し
か

し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
の
方
に
は
、
そ
れ
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
多
民

族
国
家
で
す
か
ら
、
λ
ラ
ヴ
人
と
い
っ
て
も
い
ろ
ん
な
ス
ラ
ヴ
人
が
い
る

ん
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
の
問
題
を
立
て
る
ん
だ
け
れ
ど

も
、
み
ん
な
言
葉
、
習
慣
、
衣
服
が
ち
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分

た
ち
の
民
族
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
一
つ
の
政
治
的
統
合
下
に
お
け

る
多
民
族
の
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
当
時
、
そ
し
て
今
で
も
そ
う
で
す
が
、

ナ
チ
オ
ソ
で
は
な
く
て
ナ
チ
オ
ナ
リ
テ
l
ト
と
い
う
概
念
規
定
を
し
ま
す
。

だ
か
ら
、
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
の
よ
う
な
多
民
族
国
家
の
中
で
お
こ
る
民
族
問

題
は
、
ナ
チ
オ
γ
の
問
題
で
は
な
く
て
、
つ
ね
に
ナ
チ
オ
ナ
リ
テ
l
ト
の



四八年革命における民族とプロレタリアート

問
題
な
ん
で
す
。

平
井
俊
彦
(
京
都
大
学
)
最
後
に
良
知
さ
ん
に
ち
ょ
っ
と
お
伺
い
し

た
い
点
は
、
マ
ル
ク
ス
の
古
典
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
概
念
を
ど
う
理

解
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
点
で
す
。
マ
ル
ク
ス
の
概
念
で
は
、
単
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
存
在
構
造
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
意
識
性
や
組
織

性
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
良
知
さ
ん
は
こ
の
点
を

ど
う
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

良
知
そ
の
点
、
一
つ
の
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
に
つ
い
て
の
、
こ
と
に
初
期
マ
ル
ク
ス
の
考
え
で
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
市
民
社
会
の
外
か
ら
、
一
つ
の
非
市
民
社
会
、
反
市
民

社
会
と
い
う
形
で
市
民
社
会
と
向
い
あ
い
な
が
ら
、
し
か
も
や
っ
ぱ
り
市

民
社
会
の
中
の
階
級
で
あ
る
と
い
う
意
味
あ
い
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
い
う
ば
あ
い
、
マ
ル
ク
久
が
一
体
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自

覚
性
に
つ
い
て
何
を
考
え
て
い
る
か
、
非
常
に
興
味
あ
る
問
題
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。
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て?"

ン
ド
グ
イ
ル
の
道
徳
理
論
と
ス

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
は
、
吋
〈
ミ
ス
自
身
の
道
徳
理
論

だ
け
で
は
な
く
、
当
時
に
至
る
ま
で
の
主
要
な
道
徳
学
説
を
論
評
し
た
部

分
を
も
含
む
。
そ
こ
に
お
い
て
久
ミ
九
は
様
々
な
道
徳
学
説
を
そ
れ
ら
の

特
質
に
よ
っ
て
大
き
く
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
が
、
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
の
学

説
は
ど
の
分
類
に
も
属
さ
な
い
特
異
な
理
論
と
み
な
し
て
、
特
別
に
一
章

<l)

を
当
て
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
λ

ミ
ス
は
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
学
説

(2
]

(3
>

を
「
放
縦
の
体
系
」
と
規
定
し
、
「
ま
っ
た
く
危
険
な
傾
向
を
も
っ
」
と

断
定
し
て
激
し
い
批
判
を
展
開
す
る
一
方
で
、
「
し
か
し
こ
の
体
系
が
い

か
に
磁
壕
的
に
見
え
う
る
と
し
て
も
、
も
し
そ
れ
が
若
干
の
点
で
真
理
に

境
を
接
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
あ
の
よ
う
に
多
数
の
人
々
を
欺
く
こ

と
も
、
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
諸
原
理
の
味
方
で
あ
っ
た
人
々
の
あ
い
だ
に
、

あ
の
よ
う
に
全
般
的
な
驚
傍
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
も
、
決
し
て
あ
り
え
な

(4
>

っ
か
た
で
あ
ろ
う
」
と
付
言
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
マ
γ
ド
ヴ

ィ
ル
の
学
説
に
対
す
る
こ
の
二
面
的
評
側
は
、
そ
れ
が
ろ
ミ
ス
自
身
に
与

え
た
衝
撃
を
十
分
に
示
唆
す
る
。
も
ち
ろ
ん
ス
ミ
久
は
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の

ミ
ス

八

幡

清

文

一
世
掛
か
後
継
者
で
は
な
く
、
そ
の
道
徳
哲
学
は
シ
ャ
ー
プ
ツ
ベ
リ
、
ハ
チ

ス
ン
、
ヒ
ュ
l

ム
と
統
く
「
道
徳
感
学
派
」
を
本
来
の
母
胎
と
し
て
い
る
。

だ
が
同
時
に
九
ミ
λ

の
道
徳
理
論
は
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の
学
説
か
ら
鋭
敏
に

触
発
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
と
深
く
理
論
的
に
絡
閲
す
る
こ
と
か
ら
生
成
し
た

も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
微
妙
に
交
錯
し
つ
つ
も
、
な
お
も
決
定
的
に
対

立
す
る
こ
の
二
つ
の
学
説
は
、
思
想
史
的
に
見
れ
ば
、
か
つ
て
十
七
世
紀

に
ホ
ッ
プ
ズ
が
提
起
し
た
近
代
社
会
哲
学
の
根
本
問
題
、
す
な
わ
ち
自
己

保
存
を
追
求
す
る
原
子
的
な
諸
個
人
が
い
か
に
し
て
社
会
秩
序
を
形
成
し

う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
独
自
の
原
理
的
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
た
試

(
5
)
 

み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
マ
γ
ド
グ
ィ
ル

の
道
徳
理
論
と
そ
れ
に
対
す
る
匂
ハ
ミ
ス
の
批
判
の

a意
味
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
近
代
社
会
哲
学
の
こ
の
摂
本
問
題
に
迫
る
一
つ
の
思
想
史
的

な
視
点
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
は
、
マ
ソ
ド
ヴ

ィ
ル
と
ス
ミ
ス
と
の
道
徳
理
論
へ
の
極
め
て
限
定
さ
れ
た
問
題
視
角
か
ら

の
対
比
的
考
察
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
社
会
哲
学
の
全
面
的

E

店
主
也
市
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-
体
系
的
比
較
を
企
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
1〉
『
道
徳
感
情
論
』
の
第
五
版
ま
で
は
、
ラ
・
ロ
ジ
ュ
フ
l

コ
l

も
マ
ソ
ド
グ

ィ
ル
と
肉
類
の
著
作
家
と
し
て
、
こ
の
章
で
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
第
六
版

に
お
い
て
そ
の
名
は
削
除
さ
れ
た
。
水
岡
洋
『
ア
ダ
ム
・
ろ
ミ
ハ
研
究
』
未

来
社
、
一
九
六
八
年
、
ニ
O
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

(
2〉
〉
・
ω
E
2
f
M
J芯
3
5

ミ
ミ
ミ
司

h
H
N
M
W
S
H

叫
書
偽
ミ
♂
m

品
目
広
島
『
可

〉
・
H
i
百
四
丘
町
白
昆

U
・
U
・
河
a
z
o
-
-
M】宮
2
2
h
s
e岡
弘
叫H
h
n
話

。
\
H
R
司
2

・E
-
Z
S丸
町
S
d
高
初
志
ミ
怪
奇
尚
三
、
由
民
角
道
的
珪
凡
な

F
O
H片
口
円
品

ロ
ロ
芝
命
日
目
門
司
p
g
帥
・
〈o
-
-
F
g
a句
官-
g
m

以
下
に
お
い
て
は
、
吋
足
一
同

と
略
記
し
て
引
用
す
る
。
な
お
訳
文
は
、
水
間
洋
教
授
の
訳
業
を
参
考
に
し

た
。

ハ3
〉
同
〕
送
付
司
・8
∞
・

〈4
)
同
】
ミω
・
司
・
ω
ロ
・

(
5
)
ろ
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
の
特
質
と
青
山
訟
を
、
ホ
ッ
プ
ズ
以
来
の
近
代
思
想
の

展
開
の
中
で
問
題
史
的
に
解
明
す
る
作
業
は
、
特
に
水
田
洋
教
授
の
一
連
の

研
究
に
お
い
て
強
力
に
推
進
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
お
け
る
問

題
設
定
も
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
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ス
ミ
九
が
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
学
説
を
「
ま
っ
た
く
危
険
な
傾
向
を
も
っ
」

と
断
定
す
る
の
は
、
彼
に
は
そ
れ
が
「
悪
徳
と
徳
と
の
区
別
を
ま
っ
た
く

(
l
)
 

と
り
さ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
マ
ン
ド
グ
ィ
ル

の
理
論
を
、
他
の
道
徳
学
説
と
は
根
本
的
に
異
質
な
特
異
な
学
説
と
把
揮

す
る
根
拠
は
、
こ
の
点
に
存
す
る
。
し
か
し
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
自
身
は
そ
の

主
著
で
あ
る
『
蜂
の
寓
話
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
主
張
を
直
接
骨
心
ル

公
言
し
て
い
な
い
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
は
む
し
ろ
、
徳
が
奨
励
さ
れ
悪
徳
が

抑
止
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
私
は
大
き
く
あ
れ
小
さ
く

あ
れ
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
の
全
成
員
の
義
務
は
善
良
で
あ
る

こ
と
で
あ
り
、
徳
が
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
悪
徳
は
反
対
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
違
反
者
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
第
一
の
原
理

(2) 

と
し
て
主
張
す
る
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ス
ミ
ス
が
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
学

説
を
、
「
怒
徳
と
徳
と
の
区
別
を
ま
っ
た
く
と
り
さ
る
」
理
論
と
認
識
し
た

の
は
失
当
で
は
な
く
、
十
分
な
根
拠
を
有
す
る
。
ス
ミ
ス
の
認
識
は
、
斬

新
な
方
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
道
総
理
論
の
論
理
的

帰
結
を
的
確
に
把
湿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
マ

γ
ド
グ
ィ
ル
の
道

徳
理
論
の
特
質
を
究
明
す
る
前
提
と
し
て
、
以
下
で
は
ま
ず
マ
γ
ド
グ
ィ

(
3
)
 

ル
の
人
間
認
識
の
方
法
を
分
析
し
よ
う
。

マ
γ

ド
グ
ィ
ル
は
当
時
に
あ
っ
て
は
例
外
と
言
い
う
る
ほ
ど
に
、
明
断

な
方
法
意
識
を
基
礎
と
し
て
自
己
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
研

究
方
法
の
設
定
に
お
い
て
す
で
に
シ
ャ

l

フ
ツ
ベ
リ
を
も
含
む
従
来
の
道

徳
哲
学
者
へ
の
批
判
的
祝
点
を
、
次
の
よ
う
に
積
極
的
に
提
示
し
て
い
る

G

「
自
ら
を
理
解
し
て
い
る
人
が
ご
く
少
数
し
か
い
な
い
最
大
の
理
由
の
一

つ
は
、
た
い
が
い
の
著
述
家
達
が
人
聞
の
あ
る
べ
き
状
態
を
彼
ら
に
つ
ね

に
教
え
る
が
、
人
間
の
現
実
に
あ
る
状
態
を
教
え
よ
う
と
頭
を
悩
ま
す
こ

[4)

と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
従
来
の

道
徳
哲
学
者
を
非
難
す
る
の
は
、
彼
ら
が
「
人
聞
の
あ
る
べ
き
状
態
」
を

教
示
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
道
徳

哲
学
者
に
お
い
て
は
、
「
人
間
の
あ
る
べ
き
状
態
」
に
関
す
る
教
説
が
「
人

間
の
現
実
に
あ
る
状
態
」
の
洞
察
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
の
リ
ア
ル
な

洞
察
に
立
脚
す
る
こ
と
の
な
い
祭
理
空
論
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
性
の
ザ
イ
ン
た
る
諸
事
実
を
基
礎
と
せ
ず
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に
、
ひ
た
す
ら
崇
高
な
ゾ
ル
レ
ン
を
説
く
こ
と
に
終
始
す
る
道
徳
留
学
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
無
力
で
無
益
な
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が

マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
基
本
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
道
徳
哲
学

へ
の
痛
烈
な
告
発
を
自
説
の
出
発
点
と
す
る
以
上
、
「
人
間
の
現
実
に
あ

る
状
態
」
を
積
極
的
に
開
示
し
よ
う
と
意
図
す
る
マ
ン
ド
ゲ
ィ
ル
の
方
法

は
、
必
然
的
に
〈
批
判
的
方
法
〉
と
し
て
の
性
絡
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

「
人
間
の
現
実
に
あ
る
状
態
」
を
リ
ア
ル
に
開
示
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
い
骨

、
，

4
7イ

a
z
b

ま
従
来
の
道
徳
哲
学
へ
の
根
底
的
な
批
判
と
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
こ
う
し
た
研
究
方
法
の
直
接
の
哲
学
的
基
礎
は
、
近

代
の
経
験
論
哲
学
に
あ
る
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
「
新
し
く
生
ま
れ

た
子
供
の
頭
脳
は
白
い
紙
〈
n
F
R
S

宮
山
口
n
Z
)で
あ
る
。
そ
し
て
・
:

わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
負
わ
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
観
念
も

(5
>

(6)

も
た
な
い
」
。
A

・
F
-

チ
ョ
l
p

の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の

認
識
論
は
ロ
ッ
F

の
哲
学
を
全
面
的
に
継
承
し
て
い
る
。
次
の
言
楽
も
ま

た
そ
れ
を
証
明
す
る
。
「
:
:
:
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
知
識
は
後
天
的
に

生
ず
る
か
ら
、
事
実
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
推
論
す
る
こ
と
は
軽
率
で
あ

(
7
V
 

る
」
。
こ
の
主
張
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
。
「
よ
り
有
益
な
知

識
は
、
第
一
原
因
に
立
ち
入
り
先
天
的
に
推
論
す
る
と
い
う
倣
慢
な
試
み

か
ら
よ
り
も
、
倦
む
こ
と
の
な
い
観
察
、
賢
明
な
経
験
、
そ
し
て
後
天
的

ハB
V

に
事
実
か
ら
推
論
す
る
こ
と
か
ら
独
得
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
。
マ
ン
ド
グ
ィ

ル
が
意
図
す
る
「
人
間
の
現
実
に
あ
る
状
態
」
の
正
確
な
把
握
、
が
、
「
観

察
」
と
「
経
験
」
と
に
基
づ
い
て
「
事
実
か
ら
推
論
す
る
」
方
法
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
マ
γ

ド
ヴ
ィ
ル
が

人
間
性
の
本
質
の
ユ
ニ
ー
ク
な
解
明
に
成
功
し
え
た
の
は
、
彼
が
こ
の
徹

底
し
た
経
験
論
哲
学
に
自
覚
的
に
依
拠
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た

こ
の
徹
底
し
た
経
験
的
方
法
に
こ
そ
彼
の
〈
批
判
的
方
法
〉
の
核
心
が
存

す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
経
験
的
方
法
は
、
人
間
性
の
現
象

の
最
も
皮
相
な
「
観
察
」
と
「
経
験
」
の
み
を
内
実
と
す
る
素
朴
な
経
験

主
義
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
っ
た
く
逆
に
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
が
「
人
間
の
本

、
、
、
、
、
〔

9
)

質
を
作
為
と
教
育
と
か
ら
ひ
き
離
し
て
検
討
す
る
」
こ
と
を
宣
言
し
て
い

る
よ
う
に
、
彼
に
は
「
人
聞
の
本
質
」
が
現
象
の
次
元
に
お
い
て
は
そ
の

ま
ま
箆
見
す
る
こ
と
な
く
、
「
作
為
」
と
「
教
育
」
と
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ

れ
て
い
る
と
い
う
根
本
認
識
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル

が
解
明
し
よ
う
と
す
る
「
人
間
の
本
質
」
は
、
政
相
な
現
象
把
握
に
よ
っ

て
は
抱
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
独
自
の
方
法
に
よ
っ
て
現
象

の
背
後
か
ら
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
抱
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か

ら
人
間
性
の
研
究
に
お
い
て
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
採
用
す
る
特
徴
的
な
方
法

で
あ
る
解
剖
学
的
方
法
が
真
側
を
発
揮
す
る
の
で
あ
り
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル

7
T
'
u
t
 

自
身
も
人
間
性
の
研
究
を
死
体
の
解
剖
と
の
類
推
に
お
い
て
位
置
づ
け
て

ハ
凶
〉

い
る
。
さ
ら
に
マ

γ

ド
グ
ィ
ル
が
「
人
間
の
本
質
」
と
呼
ぶ
場
合
の
「
人

間
」
と
は
、
「
自
然
の
状
態
に
あ
っ
て
、
其
の
利
を
知
ら
な
い
単
な
る
人

(
U
)
 

間
」
す
な
わ
ち
い
か
な
る
宗
教
的
要
素
を
も
払
拭
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ

れ
る
人
間
で
あ
る
。
宗
教
も
ま
た
人
間
性
に
と
っ
て
本
来
的
な
要
素
で
は

な
く
、
そ
れ
の
本
質
を
粉
飾
す
る
作
用
を
果
た
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
マ

ン
ド
グ
ィ
ル
は
、
「
作
為
」
お
よ
び
「
教
育
」
と
い
う
人
為
的
要
素
、
さ

ら
に
宗
教
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
を
、
す
べ
て
捨
象
し
た
と
こ
ろ

に
現
出
す
る
人
間
性
の
解
剖
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
。
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マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
は
こ
う
し
た
経
験
的
l

解
剖
学
的
方
法
に
よ
り
つ
つ
、

人
間
性
の
本
質
が
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
越
え
て
不
変
で
同
一
で
あ
る
こ
と
を
、

最
も
根
本
的
な
発
見
と
し
て
主
張
す
る
。
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
古
代
お
よ

び
近
代
の
両
方
の
歴
史
を
調
べ
、
世
界
史
に
お
い
て
経
過
し
た
も
の
ご
と

を
展
望
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
本
性
が
ア
〆
ム
の
堕
落
以
来
つ

(U
>

ね
に
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
発
見
す
る
だ
ろ
う
」
。
し
か
し
こ
の
叙
述
は

注
意
深
く
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
は
人
間
本
性
の
不

変
性
・
同
一
性
を
言
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
界
の
事
象
に
は
い
か

な
る
意
味
で
も
お
よ
そ
変
動
や
進
歩
が
存
在
し
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る

の
で
は
決
し
て
な
い
。
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
は
人
間
界
の
事
象
に
は
、
異
な
る

時
代
に
よ
っ
て
様
々
な
変
化
や
差
異
が
現
象
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
ら
の
根
底
に
は
人
間
性
H

人
間
の
自
然
と
し
て
の
不
変
で
同
一
な
本
質

が
存
在
す
る
、
と
主
援
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
事
物
の
現
象
と
本
質
と
へ
の

二
重
の
分
析
視
角
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
経
験
的l
解
剖
学
的
方
法
か
ら

必
然
的
に
帰
結
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
人
間
本
性
の
〈
不
変
同
一
性
〉
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
の

基
本
的
特
質
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
は

そ
れ
を
二
つ
の
側
面
か
ら
抱
揮
す
る
。
そ
の
第
一
は
次
の
主
張
に
お
い
て

表
明
さ
れ
る
。
「
私
は
人
間
(
限
で
見
て
明
ら
か
な
広
府
、
筋
肉
、
骨
格

な
ど
を
除
い
て
)
は
、
種
々
の
情
念
の
複
合
体
で
あ
り
、
そ
れ
ら
情
念
の

す
べ
て
は
そ
れ
ら
が
刺
激
さ
れ
て
極
度
に
達
し
た
時
、
人
聞
が
望
も
う
と

(
日
)

望
む
ま
い
と
、
交
互
に
人
聞
を
支
配
す
る
と
信
ず
る
」
。
こ
こ
で
語
ら
れ

て
い
る
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
人
間
観
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
質
を
様
荷
な
情

念
の
「
複
合
体
」
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
の
情
念
が
「
交
互
に
人
聞
を
支
配

109 
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す
る
」
と
断
定
す
る
人
間
観
は
、
裏
面
に
お
い
て
人
聞
の
理
性
に
従
属
的

意
義
し
か
認
め
な
い
立
場
の
表
明
で
も
あ
る
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
は
人
間
性

に
お
け
る
理
性
の
実
在
を
出
同
定
し
な
が
ら
も
、
「
人
聞
は
理
性
的
な
彼
造

物
で
あ
る
。
が
し
か
し
彼
は
世
界
に
出
生
す
る
時
に
は
理
性
を
備
え
て
は

ハM
)

い
な
い
」
と
述
べ
て
、
そ
れ
の
生
得
性
を
否
定
す
る
。
他
方
彼
に
よ
れ
ば

「
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
種
子
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
生
得
的
で
あ
り
、
だ
れ

(
山
川
)

も
そ
れ
ら
〔
の
種
子
〕
を
も
た
ず
に
生
ま
れ
は
し
な
い
」
。
こ
の
見
解
は
、

マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の
認
識
論
的
立
場
で
あ
る
経
験
論
か
ら
の
論
理
的
帰
結
に

外
な
ら
な
い
。
様
々
な
情
念
こ
そ
が
人
聞
に
と
っ
て
「
生
得
的
」
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
不
変
で
同
一
な
性
質
を
有
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
と
共
に

生
ま
れ
る
情
念
は
変
更
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
用
し
よ
う
と

し
ま
い
と
わ
れ
わ
れ
の
組
織
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
が
変
化
す
る
よ
う

に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
教
え
ら
れ
よ
う
と
、
そ
れ
の
本
質
は
同
一
で
あ

(
凶
)

る
」
。
こ
の
箇
所
は
極
め
て
合
訓
告
に
富
ん
で
い
る
。
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
は
こ

こ
で
、
自
己
の
主
張
す
る
人
間
性
の
不
変
同
一
性
が
、
突
は
人
間
性
の
本
質

と
し
て
の
情
念
の
不
変
同
一
性
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
し

か
し
同
時
に
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
人
間
性
に
お
い
て
「
生
得
的
」
で
あ
る

と
認
識
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
情
念
の
種
子
」
で
あ
る
こ
と
が
看
過
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
情
念
は
「
生
得
的
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
人

間
の
生
誕
直
後
か
ら
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
活
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
人
聞
が
成
長
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
「
情
念
の
穂
子
」
は
し
だ
い
に
開

花
し
て
活
動
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
人
間
の
情
念
が
不
変

性
・
同
一
性
を
も
っ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
情
念
の
「
本
質
」
が
不
変
で
あ

る
こ
と
を
青
山
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
自
身
が
述
べ
て
い
る
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よ
う
に
、
「
そ
れ
が
変
化
す
る
よ
う
に
:
:
:
教
え
ら
れ
」
る
結
果
ハ
す
な
わ

ち
「
教
育
」
の
結
果
!
〉
、
「
本
質
は
同
一
で
あ
る
」
情
念
が
現
象
に
お
い

て
は
無
限
に
多
様
な
様
態
を
と
り
う
る
包
人
間
界
に
お
け
る
事
象
の
変
転

や
差
異
は
、
本
質
的
に
は
人
聞
の
情
念
の
無
限
に
多
様
な
作
用
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
人
間
の
情
念
は
い
か
に
多
様
に
現
象
す
る
に
せ
よ
、
本
質
的
に
は

人
聞
の
自
己
保
存
を
実
視
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
。
こ
れ
は
人
間
が
生
得

的
な
情
念
の
活
動
に
よ
っ
て
自
己
保
存
を
本
能
的
に
追
求
す
る
存
在
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
来
的
に
利
己
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
間
の
本
質
的
な
利
己
性
の
鋭
利
な
認
識
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
人
間
観

の
第
二
の
特
質
で
あ
り
、
そ
の
思
想
の
核
心
を
な
す
哲
学
で
あ
る
が
、
マ

γ
ド
グ
ィ
ル
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
何
か
を
な
し
う
る
す
べ
て
の
被
造
物
が
そ
れ
ら
自
身
に
対
し
て
も
つ

ハ
ロ
)

愛
ほ
ど
、
地
上
に
お
い
て
あ
ま
ね
く
其
離
な
も
の
は
な
い
」
「
人
聞
は
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
彼
自
身
に
集
中
し
、
自
分
自
身
の
た
め
以
外
に
は
愛
し
た
り

憎
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
そ
れ
自
身
小
さ
な
世
界

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
:
:
:
そ
の
自
己
を
幸
福
に
す
る
よ
う
努
力
す

(
M
U
 

る
」
。

マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
は
『
蜂
の
寓
話
』
の
第
一
部
で
は
、
人
間
が
「
そ
れ
ら

自
身
に
対
し
て
も
つ
愛
」
を
「
自
己
愛
(
お
は
-
z
g
〉
」
の
概
念
で
表
現
す

る
。
自
己
愛
は
自
己
保
存
を
追
求
す
る
人
間
の
本
源
的
な
起
動
力
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
情
念
の
作
用
を
方
向
づ
け
る
源
泉
で
あ
る
。
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
が

(mv 

「
す
べ
て
の
情
念
は
自
己
愛
に
集
中
す
る
」
と
述
べ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
〈
自
己
保
存
〉
|
〈
情
念
〉
|
〈
自
己
愛
〉
を
基
軸
と

-
M町
民
F
て
正
日

し
て
人
間
性
を
理
解
す
る
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
人
間
観
は
、
た
だ
ち
に
ホ
ヲ

(
別
〉

ブ
ズ
の
人
間
論
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
人
間

観
は
、
か
つ
て
ホ
ッ
プ
ズ
が
政
治
哲
学
の
基
礎
と
し
て
展
開
し
た
人
間
観

を
主
要
な
想
源
と
し
つ
つ
、
当
時
の
イ
ギ
リ
九
社
会
の
実
態
に
よ
り
即
応

し
た
独
自
な
観
点
の
も
と
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
も
ろ
も
ろ
ん
マ
ン

ド
ヴ
ィ
ル
の
思
想
は
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
哲
学
の
単
な
る
再
現
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
社
会
の
展
開
を
正

確
に
反
映
す
る
決
定
的
な
懸
隔
が
認
め
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
に
お
け
る
イ

ギ
リ
ス
市
民
革
命
の
動
乱
期
に
生
成
し
た
ホ
ッ
プ
ズ
哲
学
に
お
い
て
は
、

人
聞
が
自
由
に
自
己
保
存
を
追
求
す
る
「
自
然
状
態
」
で
は
、
道
徳
は
お

ろ
か
お
よ
そ
社
会
的
秩
序
が
成
立
し
え
な
い
戦
争
状
態
が
現
出
す
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
市
民
革
命
を
経
た
十
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ

リ
ス
近
代
社
会
の
安
定
的
発
展
を
背
景
と
す
る
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
に
あ
っ
て

は
、
人
間
の
自
己
保
存
の
追
求
は
決
し
て
戦
争
状
態
に
導
く
も
の
で
は
な

い
。
人
聞
は
自
己
保
存
を
追
求
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
な
追
求
す
る

が
ゆ
え
に
こ
そ
あ
る
種
の
八
社
会
性
〉
を
も
ち
う
る
の
で
あ
り
、
社
会
秩

序
を
形
成
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
は
ホ
ッ
プ
ズ
を

も
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
「
ホ
ッ
プ
ズ
の
よ
う
に
、
人
間
が
社
会
に
対

し
て
不
向
き
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
と
言
い
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
幼
児
が
世
界
に
出
生
す
る
さ
い
の
無
能
力
以
外
の
い
か
な
る
良
い
理

由
を
も
主
張
し
な
い
の
は
、
哲
川
〔
主
唱
に
ま
っ
た
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
あ

(
幻
〉

る
」
。

で
は
マ
γ

ド
グ
ィ
ル
は
人
聞
の
八
社
会
性
〉
の
本
質
を
一
体
ど
こ
に
見

出
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
自
己
保
存
の
追
求
を
媒
介
と
し
た
社
会
性



が
実
現
す
る
の
は
、
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
な
の
か
。
こ
う
し
た
問
題

は
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
外
な
ら
ぬ
道
徳
理
論
の
考
察
に
よ
っ
て
最
も
適
切

に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
マ
シ
ド
ヴ
ィ
ル
は
人
聞
の
社

会
性
に
関
す
る
独
自
の
認
識
を
、
何
よ
り
も
人
間
の
道
徳
の
本
質
の
解
剖

を
通
し
て
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
マ

γ
ド
グ
ィ
ル
の
固
有
の
人
間

論
は
、
こ
こ
に
お
い
て
固
有
の
道
徳
論
へ
と
転
回
す
る
。

マンドゲィノレの道徳理論とスミス
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由
・
以
下
に

お
い
て
は
、
沓
名
を
句
切
と
略
記
し
、
巻
数
を
そ
れ
ぞ
れ
戸
ロ
と
表
記
し

て
引
用
す
る
。

〈3
)

マ
ソ
デ
ヴ
ィ
ル
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
問
中
敏
弘
『
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
社

会
・
経
済
恩
組
』
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
、
が
体
系
的
な
分
析
を
加
え
て
お

り
、
教
示
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

(
4〉
句
切
-
F
唱
-
S
-

引
用
文
中
の
傍
点
は
、
す
べ
て
引
用
者
の
も
の
で
あ
る
。

(
5〉
句
切
・
戸
口
・
5
∞
・

ハ
6
〉
〉
・
吋-
n
z
-
F云
E

門
同
町
4
5
0
・
目
、
急
な
。
h
.
H
b
m
匂
足
h
h

〉
河
8
3

・

S
E
-
-
宣
言
ぬ

h
u
a
h
b
同
g
h
n
S
3
H
R
V
R
主
主

J
E
・
8
・
z
o
r

H
z
-可戸
田
町
田
・
司
・
印
・

〈7
)
匂
拘

H
F
司
・
N
2
・

(
8〉
匂
句
、
H
F
H
U
-
-
m

品
・

(
9
)
匂
h
w
-
F司
・
品
・

ハ
叩
)
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
の
本
来
の
聡
業
が
医
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
彼
の
解
剖
学
的
方
法
は
、
医
者
と
し
て
の
経
験
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

(
日U

句
切
・
H・
恒
-
A
0・
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ハ
ロ
)
河
拘
戸
司
・
M
M由
・

れ
て
い
る
。

(
日
〉
匂N
H
F
司
・
包
・

(
M
H
)匂
N
w
-
H
F司-
S
0
・

(
日
〉
』4
・
F
司
・
何
回
目
・
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
時

(
同
)
吋
凶
・
戸
官
官
・
由
H
I
S
-

〈
げ
)
同
勺hw
-
F司
-
M
O
D
-

(
日
出
〉
匂N円
戸
司

-
H
叶
∞
・
口
同
・
〉
・
司-
n
F
回
出
向-
D
S・
a
.
H
4
M
M
-
N

(
印
〉
匂
N
H
F
旬
-
a
・

〈
却
〉
そ
の
著
作
が
各
方
而
か
ら
の
激
し
い
非
難
を
ひ
き
起
こ
し
た
こ
と
で
も
、

マ
γ

ド
グ
ィ
ル
は
ホ
ッ
プ
ズ
と
共
通
し
て
い
る
。
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
へ
の
非
難

に
つ
い
て
は
、
問
中
敏
弘
、
前
掲
齢
、
第
一
、
三
、
五
章
を
参
照
。

(
幻
)
同
サ
N
w・
ロ
・M
M・
H叶
吋
・ 同

様
の
見
解
は
、
同
吋N
H
F
唱
・
ミ
問
・
で
も
主
張
さ

マ
γ

ド
グ
ィ
ル
は
、
人
聞
の
道
徳
的
な
徳
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
人
聞
が
自
伶
の
衝
動
に
反
し
も
、
普
で
あ
ろ
う
と
す
る
迎
性
的
野
心

か
ら
、
他
人
の
利
益
の
た
め
も
し
く
は
自
分
自
身
の
的
念
の
克
服
の
た
め

(
l
)
 

に
努
力
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
徳
と
い
う
名
称
を
与
え
る
」
。

こ
の
よ
う
に
徳
が
人
間
の
利
己
的
な
情
念
の
衝
動
を
克
服
し
て
、
利
他

的
行
為
の
実
践
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
に
存
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
の
反

対
物
で
あ
る
怒
徳
は
「
人
聞
が
社
会
へ
の
顧
慮
な
し
に
、
自
分
の
あ
る
欲

(
ワ
ニ

求
を
み
た
そ
う
と
し
て
お
こ
な
う
す
べ
て
の
事
柄
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
禁
欲
的
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
特
徴
的
な
徳
の
規
定
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
徳
の
規
定
に
関
す
る
限
り
で
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
道
徳
論
は
キ
リ

ス
ト
教
な
ど
の
伝
統
的
な
道
徳
思
想
と
も
ま
た
シ
ャ
l
フ
ツ
ベ
リ
、
ハ
チ
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ス
γ
の
道
徳
学
説
と
も
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
マ
ソ
ド

ヴ
ィ
ル
の
道
徳
論
の
固
有
の
問
題
は
ま
さ
に
こ
こ
か
ら
発
生
す
る
。
も
し

人
聞
が
シ
ャ
l

フ
ツ
ベ
リ
が
唱
え
た
よ
う
に
容
易
に
利
己
的
な
情
念
を
抑

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
ハ
チ
ス
γ
が
主
張
し
た
よ
う

に
本
性
的
に
利
他
的
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
に
規
定
さ
れ
た
徳
は
実

(
4
)
 

現
可
能
で
あ
り
、
道
徳
論
は
人
間
論
と
整
合
的
に
結
合
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
人
聞
を
自
己
保
存
を
追
求
す
る
利
己
的
存
在
と

認
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
お
い
て
は
人
聞
は
そ
の
生
得
的
な
本
性

|
|
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
自
身
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
教
育
さ
れ
な
い
本
性
守
口
・

(5
>

S
ロ

m
Z
Z
弘
氏
。
〉
」
ー
ー
に
と
ど
ま
る
限
り
有
徳
と
は
な
り
え
な
い
。
換

言
す
れ
ば
、
人
間
の
徳
は
強
力
な
自
己
否
定
ハ
H

利
己
的
な
情
念
の
克
服
〉

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
だ
か
ら
マ
ン
ド
ゲ
ィ
ル
自
身
、
「
そ
れ

(
6
)
 

な
く
し
て
は
い
か
な
る
徳
も
存
在
し
え
な
い
自
己
否
定
」
に
再
三
言
及
し

て
い
る
。
だ
が
本
性
的
に
利
己
的
な
人
聞
に
と
っ
て
、
こ
の
「
自
己
否
定
」

は
一
体
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
「
自
己
否
定
」
を
何
ら
か
の

形
で
実
現
す
る
原
理
が
存
在
し
え
な
い
な
ら
ば
、
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
に
お
い

て
人
間
論
と
道
徳
論
は
分
裂
し
た
ま
ま
論
理
的
に
接
合
す
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
マ
ソ
ド
グ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
の
独
創
性
は
、
こ
こ
に
お
い
て
最

も
特
徴
的
に
現
出
す
る
。
マ

γ

ド
ヴ
ィ
ル
は
人
聞
に
と
っ
て
生
得
的
に
は

不
可
能
で
あ
る
「
自
己
否
定
」
が
一
定
の
過
程
の
後
に
可
能
と
な
る
も
の

と
し
て
把
揮
す
る
。
つ
ま
り
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
は
人
聞
の
道
徳
を
歴
史
的
過

程
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
し
、
道
徳
の
本
質
を
そ

れ
の
起
源
に
ま
で
遡
及
し
つ
つ
発
生
史
的
方
法
に
よ
っ
て
究
明
し
よ
う
と

t: 

す
る
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
が
『
蜂
の
寓
話
』
第
一
部
に
付
加
し
た
道
徳
に
関

[7)

す
る
論
説
が
、
「
自
然
道
徳
の
起
源
に
関
す
る
一
研
究
」
と
題
さ
れ
て
い

る
の
は
、
彼
の
道
徳
理
論
の
方
法
と
基
本
的
性
格
を
端
的
に
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。

で
は
人
間
の
「
自
己
否
定
」
に
よ
っ
て
、
徳
の
実
践
が
可
能
に
な
る
の

は
い
か
に
し
て
な
の
か
。
そ
れ
の
秘
密
は
根
本
的
に
は
人
間
性
の
本
質
で

あ
る
情
念
の
作
用
そ
れ
自
体
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
は

特
に
「
高
慢
な
『
託
。
ど
と
呼
ぶ
情
念
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

「
高
慢
は
知
性
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
人
聞
が
、
彼
の
す
べ
て
の
資
質
と
事

情
と
に
十
分
通
じ
た
公
平
な
判
定
者
が
彼
に
許
容
し
う
る
以
上
に
、
彼
自

身
の
事
柄
を
過
大
評
価
し
、
よ
り
よ
い
よ
う
に
空
想
す
る
、
あ
の
生
ま
れ

[8
>

な
が
ら
の
能
力
で
あ
る
」
。

高
慢
は
他
の
情
念
と
同
様
に
人
間
の
自
己
愛
の
発
現
形
態
で
あ
る
が
、

食
欲
な
ど
の
本
能
的
情
念
と
は
異
な
る
岡
有
の
性
格
を
も
っ
。
高
慢
は
人

間
が
「
彼
自
身
の
事
柄
を
過
大
評
側
」
す
る
情
念
で
あ
る
か
ら
そ
の
対
象

(
9
)
 

は
「
他
人
の
意
見
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
直
接
的
に
社
会
的
な
情
念
で

あ
る
。
人
聞
は
高
慢
の
作
用
に
よ
っ
て
自
己
を
実
際
以
上
に
過
大
評
価
し
、

そ
れ
を
社
会
に
も
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
「
他
人
の
意
見
」
を
願
慮
し
、

世
界
全
体
か
ら
賞
讃
さ
れ
、
感
嘆
さ
れ
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
こ
う
し
た
人

聞
の
強
烈
な
自
己
愛
の
発
現
と
し
て
、
そ
れ
は
人
間
性
に
お
い
て
「
一
つ

ハm
u

の
主
要
な
情
念
」
で
あ
り
、
他
の
感
情
を
押
さ
え
、
抑
制
す
る
ほ
ど
に
強

力
な
情
念
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ほ
ど
に
強
力
な
情
念
で
あ
り
な
が
ら

高
慢
は
つ
ね
に
外
的
に
表
現
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
し
ば
し
ば
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「
す
べ
て
の
彼
〔
人
間
〕
の
行
為
に
生
命
と
運
動
と
を
与
え
る
隠
さ
れ
た

門
川
)

動
機
」
と
し
て
作
用
す
る
。
高
慢
が
し
ば
し
ば
隠
さ
れ
る
の
は
、
人
聞
が

「
他
人
の
む
き
出
し
の
高
慢
が
彼
ら
自
身
に
筈
を
与
え
る
よ
う
に
、
自
分

(
ロ
)

の
高
慢
も
他
人
に
害
を
与
え
る
に
違
い
な
い
」
こ
と
を
悟
り
、
高
慢
を
そ

の
ま
ま
顕
示
す
る
よ
り
は
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
か
ら
賀
讃
、
感
嘆
を

よ
り
多
く
受
け
る
こ
と
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
聞
が
高
慢
を

隠
す
こ
と
は
、
決
し
て
そ
れ
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ

高
慢
は
「
し
ば
し
ば
そ
れ
が
最
も
隠
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
最
高
に
強

ハ
日
〉

烈
で
あ
る
」
。
高
慢
は
抑
制
さ
れ
な
く
と
も
、
教
育
・
経
験
に
よ
っ
て
巧

み
に
隠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
人
間
性
の
根
底
に
お
い
て
強
力
に
作
用
す
る

情
念
で
あ
る
。

高
慢
は
こ
の
よ
う
に
人
間
の
自
己
愛
の
強
力
で
し
か
も
隠
蔽
さ
れ
た
発

現
で
あ
る
が
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
に
と
っ
て
こ
れ

ほ
ど
有
益
で
、
そ
れ
を
富
裕
に
し
繁
栄
さ
せ
る
た
め
に
こ
れ
ほ
ど
必
要
な
、

(
M
)
 

他
の
い
か
な
る
資
質
も
有
し
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
高
慢
が

次
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
を
来
た
す
こ
と
に
よ
る
。
人
聞
は
高
慢
に
か
ら

れ
て
よ
り
高
い
社
会
的
評
価
を
獲
得
し
よ
う
と
欲
す
る
か
ら
、
そ
れ
を

「
隠
さ
れ
た
動
機
」
と
し
て
大
き
な
危
険
や
死
に
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
に

耐
え
る
と
と
が
で
き
、
ま
た
善
行
、
義
務
、
美
徳
を
実
践
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
約
言
す
れ
ば
、
高
慢
は
人
聞
が
八
社
会
性
〉
を
獲
得
す
る
よ
う
に

作
用
す
る
。
だ
か
ら
高
慢
は
隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
抑
圧
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
他
の
情
念
を
抑
圧
す
る
ほ
ど
に
強
力
と
な
り
、

そ
の
強
力
な
作
用
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
社
会
的
機
能
を
達
成
す
る
情

念
で
あ
る
。
高
慢
は
人
聞
の
自
己
愛
の
長
も
強
烈
な
発
現
で
あ
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
い
な
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
に
最
も
有
益
な
情

念
で
あ
る
と
い
う
逆
説
的
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
人
聞
が
生
得
的
本
性
に
と
ど
ま
る
限
り
、
高
慢
が
こ
う
し
た
社
会

的
機
能
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
高
慢
は
直
接
に
社
会
的
な
情

念
で
あ
る
か
ら
、
社
会
か
ら
の
刺
激
を
受
け
な
い
限
り
本
来
の
活
動
を
お

こ
な
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
人
聞
の
自
己
否
定

H

道

徳
の
実
践
は
可
能
と
は
な
り
え
な
い
。
で
は
高
慢
を
社
会
か
ら
刺
激
す
る

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
マ

γ

ド
グ
ィ
ル
は
そ
れ
を
「
政
治
家
」
の
活
動

に
見
出
す
。
人
間
の
高
慢
の
活
動
を
刺
激
し
て
、
利
己
的
な
情
念
の
抑
制

H

自
己
否
定
へ
と
人
聞
を
誘
導
し
た
の
は
、
実
に
「
注
意
深
い
政
治
家
の

(
日
)

巧
妙
な
管
理
」
で
あ
る
。
政
治
家
は
力
だ
け
で
は
人
聞
を
従
順
に
し
え
ず
、

ま
た
代
償
な
し
に
は
人
聞
を
道
徳
の
実
践
に
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ

(
凶
)

と
を
察
知
し
て
、
人
間
の
自
己
否
定
に
対
す
る
「
想
像
上
の
報
酬
」
を
案
出

し
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
人
間
の
高
尚
な
性
質
の
賞
讃
で
あ
り
、
政
治

家
は
人
間
へ
の
こ
の
追
従
を
報
酬
と
し
て
自
己
否
定
が
い
か
に
光
栄
で
あ

る
か
を
人
々
に
説
得
す
る
。
さ
ら
に
政
治
家
は
人
聞
を
、
自
己
否
定
を
な

し
え
ず
私
利
を
追
求
す
る
卑
賎
で
低
級
な
人
々
と
、
自
己
否
定
を
実
行
し

て
公
共
の
福
祉
を
め
ざ
す
高
尚
な
人
々
と
の
二
つ
の
部
類
に
区
分
し
、
後

者
の
み
を
人
間
の
哀
の
代
表
者
と
呼
ん
で
賞
讃
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
高

慢
は
人
間
性
の
普
通
的
属
性
で
あ
る
か
ら
、
人
類
の
中
で
よ
り
堅
忍
不
抜

な
人
々
は
自
己
否
定
の
実
行
に
よ
っ
て
自
分
が
高
尚
な
人
物
と
し
て
賞
讃

さ
れ
る
こ
と
に
高
慢
の
満
足
を
見
出
し
て
、
道
徳
を
実
践
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
賎
し
い
人
々
も
自
己
否
定
を
実
行
し
な
い
こ
と
に
よ
る
自
分
の

価
値
の
低
下
を
恥
と
感
じ
、
さ
ら
に
道
徳
の
実
践
が
結
局
は
自
己
の
利
益
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を
保
証
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
次
第
に
道
徳
の
実
践
へ
と
導
か
れ
る
。

こ
う
し
て
人
聞
の
高
慢
へ
の
政
治
家
の
巧
妙
な
追
従
に
よ
る
刺
激
は
、
人

間
を
「
教
育
さ
れ
な
い
本
性
」
か
ら
「
教
育
さ
れ
た
動
物(
S
E聞
広
〉
回
目
・

ハ
ロ
)

白
色
〉
」
へ
と
転
化
さ
せ
、
道
徳
の
形
成
を
実
現
す
る
に
至
る
。
し
た
が
っ

て
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
「
自
然
道
徳
は
追
従
が
高
慢
の
上
に
生
み

(
問
)

出
し
た
政
治
的
所
産
」
で
あ
り
、
人
間
の
道
徳
形
成
の
前
提
と
な
る
一
定

の
過
程
は
、
政
治
家
に
よ
る
高
慢
へ
の
追
従
の
過
程
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
道
徳
が
こ
う
し
た
過
程
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
必
然
的
に
次
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
道

徳
は
政
治
家
の
追
従
を
原
動
力
と
し
て
形
成
さ
れ
た
「
政
治
的
所
産
」
で

あ
る
か
ら
、
人
間
性
の
生
得
的
属
性
で
は
な
く
人
為
的
形
成
物
で
あ
る
。

し
か
も
社
会
の
大
多
数
の
成
員
を
道
徳
の
実
践
へ
と
誘
導
す
る
た
め
に
は
、

長
い
歴
史
的
過
程
を
必
要
と
す
る
。
人
類
社
会
の
一
般
的
進
化
に
つ
れ
て

政
治
家
の
追
従
は
次
第
に
巧
妙
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
の
人
為
的

形
成
が
進
展
す
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
自
身
、
「
世
界
が
よ
り

洗
練
さ
れ
た
も
の
へ
と
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
追
従
は
よ
り
ず
う
ず
う
し

い
も
の
で
は
な
く
な
り
、
人
聞
の
高
慢
に
対
す
る
そ
れ
の
意
図
は
以
前
よ

(
凶
)

り
も
よ
り
上
手
に
偽
装
さ
れ
る
」
と
、
人
類
社
会
の
進
化
H

文
明
化
が
追

従
と
道
徳
と
の
進
化
の
根
本
的
前
提
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

だ
が
道
徳
が
歴
史
的
に
進
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
そ
れ

が
決
し
て
固
定
的
・
永
続
的
な
現
象
で
は
な
く
、
ま
た
歴
史
的
・
社
会
的

条
件
の
差
異
に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
チ

ョ
ー
ク
の
言
う
「
道
徳
的
相
対
主
義
」
の
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
接
に

は
シ
ャ
l

フ
ツ
ベ
リ
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
は

守ピ

シ
ャ
ー
プ
ツ
ベ
リ
の
道
徳
哲
学
の
狼
底
に
は
、
不
変
で
永
続
的
な
美
と
徳

の
実
在
の
思
想
が
存
在
す
る
と
理
解
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
決
と
し
て
こ
の

道
徳
観
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
直
接
に
は
シ
ャ
ー
プ
ツ
ベ
リ
批

判
と
し
て
展
開
し
た
こ
の
道
徳
観
に
よ
っ
て
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
は
実
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
道
徳
思
想
一
般
に
対
す
る
批
判
を
含
意
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
道
徳
の
第
二
の
特
質
は
、
真
の
徳
を
実
践
す

〔
辺
)

る
人
は
非
常
に
少
な
く
1
徳
の
大
部
分
が
「
偽
装
さ
れ
た
徳
」
に
す
ぎ
な

(
幻
)

い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
人
聞
が
一
見
し
て
徳
を
実
践
し
て
い
る
か
に
見

え
る
根
底
に
は
、
実
は
高
慢
と
い
う
強
烈
な
自
己
愛
が
「
隠
さ
れ
た
動

機
」
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
高
尚
な
人
聞
の
資
質
と
い

え
ど
も
高
慢
に
よ
っ
て
偽
装
さ
れ
え
な
い
も
の
は
な
い
。
「
そ
れ
〔
官
同
俊
〕

に
よ
っ
て
偽
装
さ
れ
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
仁
愛
も
、
善
良
な
性
質
も
、

(
川
出
)

愛
す
べ
き
資
質
も
、
ま
た
社
会
的
徳
も
存
在
し
な
い
」
。
大
部
分
の
徳
の

実
践
に
お
い
て
、
人
間
の
利
己
的
な
情
念
は
決
し
て
消
滅
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
は
高
慢
の
作
用
に
よ
っ
て
た
だ
抑
制
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

最
も
高
貴
な
徳
の
根
底
に
も
、
高
校
と
い
う
最
も
利
己
的
な
情
念
が
隠
蔽

さ
れ
な
が
ら
強
力
に
作
用
し
て
い
る
。
だ
か
ら
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
徳
の
本

質
が
「
偽
装
さ
れ
た
徳
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
徳
を
上
部
建
築
に
高
伎

を
土
台
に
そ
れ
ぞ
れ
替
え
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
「
最

も
美
し
い
上
部
建
築
が
、
腐
敗
し
た
卑
し
い
土
台
の
上
に
つ
く
り
あ
げ
ら

(
お
)

れ
う
る
だ
ろ
う
」
。

ス
ミ
九
が
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
を
「
悪
徳
と
徳
と
の
区
別
を
ま

っ
た
く
と
り
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」
と
評
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
こ
こ

L
E
R
-
-
z
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に
明
ら
か
と
な
る
。
ス
ミ
ス
の
論
評
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
に
よ
る
人
間

性
の
解
剖
に
基
づ
い
た
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
の
本
質
を
的
確
に
言

い
当
て
て
い
る
。
一
も
と
も
と
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
本
来
的
意
図
は
、
「
人
間

の
現
実
に
あ
る
状
態
」
の
リ
ア
ル
な
解
切
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
が
「
人
間
の
本
質
を
作
為
と
教

育
と
か
ら
ひ
き
離
し
て
検
討
す
る
」
方
法
を
採
用
し
た
背
後
に
は
、
道
徳

こ
そ
が
「
作
為
」
と
「
教
育
」
と
の
最
高
の
結
晶
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
司

て
、
「
人
間
の
本
質
」
を
全
面
的
に
隠
蔽
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
存
在

し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
道
徳
が
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
も
の
な
ら
ば
、

道
徳
現
象
の
観
祭
に
よ
っ
て
人
間
性
の
本
質
の
リ
ア
ル
な
解
明
に
到
達
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
マ
ソ
ド
グ
ィ
ル
は
逆
に
「
作
為
」
と

「
教
育
」
と
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
「
人
聞
の
本
質
」
の
分

析
を
前
提
と
し
て
道
徳
の
本
性
を
解
明
す
る
方
法
を
自
覚
的
に
採
用
し
た

の
で
あ
る
。
現
象
の
深
部
に
伏
在
す
る
本
質
を
い
っ
た
ん
抽
象
し
、
抽
象

さ
れ
た
本
質
の
分
析
に
よ
っ
て
現
象
を
内
在
的
に
把
握
す
る
方
法
、
こ
れ

が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
解
剖
学
的
方
法
の
真
髄
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ン
ド
ヴ

ィ
ル
が
こ
の
方
法
の
駆
使
に
よ
っ
て
展
開
し
た
道
徳
理
論
は
、
論
理
的
帰

結
と
し
て
は
道
徳
が
人
聞
社
会
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
、
徳
と
悪
徳
と
の
絶
対
的
・
普
遍
的
区
別
は
な
し
え
な
い
こ
と
を

主
張
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い.

0

さ
ら
に
そ
れ
は
他
面
で
は
、
人

間
性
の
リ
ア
ル
な
認
識
に
立
脚
し
な
い
道
徳
学
者
が
説
く
道
徳
論
が
い
か

に
無
意
味
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
道
徳
が
い
か
に
無
力

で
真
の
社
会
的
意
義
を
担
い
え
な
い
か
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
ロ

マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
は
、
徳
と
悪
徳
と
の
区
別
を
堅
持
し
、
一
徳
の 推

奨
と
悪
徳
の
防
止
と
を
標
携
す
る
正
統
的
な
道
徳
学
説
に
対
す
る
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
挑
戦
と
し
て
の
本
質
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の
道
徳
論
は
同
時
に
、
近
代
人
と
近
代
社
会
と
に
対
す

る
道
徳
の
側
面
か
ら
の
一
つ
の
透
徹
し
た
洞
察
で
も
あ
る
。
マ
γ
ド
グ
ィ

ル
が
道
徳
|
|
突
は
「
偽
装
さ
れ
た
徳
」
|
|
の
生
成
し
た
状
態
と
把
握

す
る
の
は
、
当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
近
代
文
明
社
会
に
外
な
ら
な
い
。

近
代
社
会
に
お
け
る
人
聞
は
生
得
的
な
自
然
の
ま
ま
の
存
在
で
は
な
く
、

「
作
為
」
と
「
教
育
」
の
組
織
的
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
主
体
(
「
教

育
さ
れ
た
動
物
」
〉
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
近
代
人
は
無
規
制
に
行

動
す
る
主
体
で
は
な
く
「
道
徳
」
規
範
を
実
践
す
る
「
社
会
性
」
を
備
え

て
い
る
。
し
か
し
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
認
識
に
お
い
て
は
、
近
代
人
の
道
徳

性
の
深
部
に
は
利
己
的
な
情
念
(
高
慢
)
が
強
烈
に
活
動
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
道
徳
性
は
人
間
の
利
己
的
本
性
の
偽
装
さ
れ
た
表
現
で

あ
り
、
近
代
人
は
本
来
的
に
〈
偽
善
の
主
体
〉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
す

べ
て
の
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
人
聞
は
彼
ら
の
ゆ
り
か
ご
か
ら
、
偽
善

(
町
叫
)

者
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
な
い
う
ち
に
教
え
ら
れ
る
」
。
だ
が
マ
ン
ド
グ

ィ
ル
は
道
徳
と
い
う
人
間
の
偽
善
的
な
社
会
性
の
背
後
に
、
真
実
の
社
会

性
の
基
礎
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
性
の
本
質
と
し
て
の
種
々
の

情
念
・
欲
望
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
原
動
力
と
し
て
「
す
べ
て
の
人

(
幻
〉

聞
が
互
い
に
払
う
相
互
的
労
務
」
が
近
代
人
の
社
会
性
の
本
質
で
あ
る
。

『
蜂
の
寓
話
』
の
副
題
で
あ
る
「
私
悪
は
公
益
」
は
、
「
私
悪
」
た
る
人
間

の
情
念
・
欲
望
が
「
相
互
的
労
務
」
に
よ
っ
て
「
公
益
」
た
る
社
会
の
繁

栄
と
発
展
を
実
現
す
る
と
認
識
す
る
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
近
代
社
会
綴
の
凝

縮
さ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
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h
-
z
o
-
-
∞
0・
〉
司
円
即
日
戸
田
叶

N
-
官
-
H
ω∞
・

門
別
)
『
拘
戸
沼
y
H
g
l
H
O
H・

ハ
お
)
同
可
N
W
.口
・
H
V
-
E
-

(
叩
叫
)
句
切
-
F
唱
・
ω
お
・

(
幻
〉
』
吋
切
-
F
唱
-
N
N
H・

マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
が
、
既
存
の
正
統
的
な
道
徳
学
説
全
般
に

対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
挑
戦
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
そ
れ
を
「
ま

っ
た
く
危
険
な
傾
向
を
も
っ
」
と
断
言
し
て
、
そ
れ
と
の
対
決
に
『
道
徳

感
情
論
』
の
独
立
し
た
一
章
を
当
て
た
こ
と
は
何
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は

な
い
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
直
接
に
批
判
の
対
象
と
し
た
シ
ャ
ー
プ
ツ
べ
り

に
始
ま
る
道
徳
感
学
派
の
継
承
者
と
し
て
、
ス
ミ
ス
は
「
悪
徳
と
徳
と
の

区
別
」
を
明
確
に
保
持
す
る
基
本
的
立
場
を
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
批
判
を
通
し

て
表
明
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
こ
の
立
場
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
い
か

な
る
程
度
に
お
い
て
も
い
か
な
る
方
向
に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
悪
徳
な



マ γ ドヴィノレの道徳理論とスミス

も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
は
、T
Y
ド
グ
ィ
ル
博
土
の
著
作
の
大
き

ハl
v

な
誤
謬
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
マ
γ
ド

グ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
の
「
悪
徳
と
徳
と
の
区
別
を
ま
っ
た
く
と
り
さ
る
」

帰
結
が
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
を
人
聞
の
利
己
的
本
性
の
偽
装
さ
れ
た
発
現
と

み
な
す
認
識
を
根
本
的
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
看
破
し
、
「
あ
ら
ゆ
る

情
念
を
い
か
な
る
骨
骨
に
お
い
て
も
い
か
な
る
方
舟
に
お
い
て
も
、
ま
っ

た
く
慈
徳
な
も
の
」
と
は
決
し
て
み
な
し
え
な
い
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
の
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
批
判
は
、
二
つ
の
部
分
す

な
わ
ち
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
理
論
を
情
念
の
「
方
向
」
に
関
し
て
検
討
す
る

部
分
と
、
そ
れ
を
情
念
の
「
程
度
」
に
関
し
て
展
開
す
る
部
分
と
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
情
念
の
「
方
向
」
に
関
し
て
は
、

λ
ミ
ス
は
「
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
博

士
は
、
適
正
さ
の
感
覚
か
ら
、
賞
議
と
推
賞
に
値
す
る
も
の
へ
の
顧
慮
か

ら
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
貸
讃
お
よ
び
推
賞
へ
の
愛

か
ら
、
あ
る
い
は
彼
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
成
栄
心
か
ら
な
さ
れ
る
も

(
2
)
 

の
と
み
な
す
」
と
述
べ
る
。
ス
ミ
ス
が
こ
こ
で
言
う
「
虚
栄
心
(
S
E
q〉
」

(3
>

は
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
が
言
う
高
慢
に
あ
た
り
、
ス
ミ
ス
は
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
が

そ
の
徹
底
し
た
利
己
的
人
間
観
に
よ
っ
て
、
虚
栄
心
(
H
高
慢
)
を
あ
ら

ゆ
る
行
為
の
原
動
力
と
把
え
、
高
度
に
道
徳
的
な
行
為
を
も
そ
れ
に
帰
着

さ
せ
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
、
情
念
の
「
方
向
」
に
閲
す
る
マγド
グ
ィ

ル
の
主
張
の
最
大
の
問
題
性
が
存
す
る
こ
と
を
適
切
に
認
識
し
て
い
る
。

だ
が
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
主
張
は
呉
な
る
情
念
を
強

引
に
混
同
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
「
賞
讃
と
推
賞
に
値
す
る
も
の
へ
の

顧
慮
」
は
「
名
誉
あ
り
高
貴
な
こ
と
を
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
尊
敬
と
是
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認
と
の
適
正
な
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
欲
望
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ

i

(

5

)

 

れ
は
「
徳
へ
の
控
」
で
あ
り
、
決
し
て
虚
栄
心
と
は
呼
び
え
な
い
。
さ
ら

(
6
)
 

に
「
真
の
栄
光
へ
の
愛
」
す
な
わ
ち
「
正
当
な
理
由
の
あ
る
名
声
と
評
判

と
へ
の
愛
、
真
に
尊
敬
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
尊
敬
を
獲
得
し
よ
う
と
す

(7
>

る
欲
望
」
も
ま
た
虚
栄
心
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
感
情
は
賞
讃
と

推
賞
と
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
す
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
自

体
も
是
認
と
賞
讃
と
の
適
切
な
対
象
と
な
り
う
る
。
虚
栄
心
と
呼
び
う
る

の
は
、
長
心
骨
レ
か
い
賞
讃
を
欲
す
る
情
念
す
な
わ
ち
「
賞
讃
へ
の
浮
薄

な
欲
島
町
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ス
ミ
ス
も
こ
れ
ら
三
つ
の
情
念
の
あ

(
9
)
 

い
だ
に
「
一
定
の
か
す
か
な
類
似
性
」
を
認
め
て
は
い
る
。
そ
れ
は
「
他

(
凶
)

の
人
々
の
感
情
へ
の
あ
る
関
連
」
で
あ
り
、
虚
栄
心
と
「
哀
の
栄
光
へ
の

愛
」
と
は
直
接
に
他
人
の
賞
讃
と
推
賞
と
を
欲
求
す
る
こ
と
に
お
い
て
こ

の
関
連
を
有
し
、
「
徳
へ
の
愛
」
も
ま
た
自
己
の
行
為
が
他
人
の
い
か
な
る

是
認
と
賞
讃
と
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
は
ず
か
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
情
念
の
あ
い
だ
に
あ

る
種
の
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
は
、λ
ミ
ス
は
マ
γ
ド
ヴ
ィ

ル
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
こ
の
関
連
性
は
単
に

「
か
す
か
恥
類
似
性
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
に
こ

れ
ら
三
つ
の
情
念
を
す
べ
て
虚
栄
心
と
し
て
同
一
視
す
る
こ
と
に
導
き
は

し
な
い
。
ス
ミ
ス
が
こ
れ
ら
の
情
念
の
「
か
す
か
な
類
似
性
」
が
「
こ
の

生
気
あ
る
著
者
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
お
も
し
ろ
い
雄
弁
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ

(
日
)

て
、
彼
が
そ
の
読
者
た
ち
を
欺
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
だ
」
と
断
定
す

る
と
き
、
彼
は
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
人
間
性
の
あ
る
側
面
の
強
引
だ
が
巧
妙

か
骨
骨
わ
に
よ
っ
て
、
そ
の
徹
底
し
た
利
己
的
人
間
観
を
提
起
し
て
い
る

l
i
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-
-
i
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1
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こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
聞
の
情
念
の
「
程
度
」
に
関
し
て
は
、
ス
ミ
ス
は
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
に

よ
る
徳
の
規
定
の
仕
方
に
問
題
の
核
心
が
ひ
そ
む
こ
と
を
正
当
に
も
洞
察

(
ロ
)

す
る
。
つ
ま
り
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
が
「
完
全
な
自
己
否
定
」
に
徳
の
規
準
を

設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
聞
の
徳
の
不
完
全
さ
を
:
:
:
指
摘
し
よ
う

ハ
日
)

と
努
力
す
る
点
」
に
問
題
の
中
心
を
認
め
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ソ
ド
グ
ィ
ル

の
徳
の
規
定
に
よ
れ
ば
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
人
間
性
の
維
持
に
と
っ
て
絶

対
的
に
必
要
な
も
の
を
越
え
る
と
者
修
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
清
潔
な
シ

(M
>

ヤ
ツ
あ
る
い
は
便
利
な
住
居
の
な
か
に
さ
え
、
悪
徳
が
あ
る
」
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ス
ミ
ス
は
こ
の
禁
欲
主
義
的
な
徳
の
規
定
が
マ
ン

ド
グ
ィ
ル
の
み
に
見
出
さ
れ
る
原
理
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
ス

ミ
ス
は
そ
れ
が
一
定
の
学
説
上
の
背
崇
を
基
盤
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
彼
の
時
代
以
前
に
流
行
し
、

徳
性
を
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
情
念
の
完
全
な
絞
絶
と
絶
滅
と
に
陸
い
た

い
く
つ
か
の
通
俗
的
な
禁
欲
的
諸
学
説
が
、
こ
の
放
縦
な
体
系
の
其
の
基

(
日
)

礎
で
あ
っ
た
」
。
も
ち
ろ
ん
ス
ミ
ス
は
こ
こ
で
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
学
説

が
そ
の
本
質
に
お
い
て
禁
欲
的
性
絡
を
継
承
し
、
保
持
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ス
ミ
ス
が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
学
説
を
、
「
禁

欲
的
諸
学
説
」
と
は
対
照
的
な
「
放
縦
な
体
系
」
と
し
て
性
格
規
定
し
て

い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
『
ハ
ミ
ス
は
こ
こ
で
、
マ
ソ
ド
グ
ィ
ル
が
徳

の
規
山
中
を
「
完
全
な
自
己
否
定
」
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
祭
欲

的
諸
学
説
」
を
継
承
す
る
と
外
見
的
に
偽
装
し
な
が
ら
、
逆
に
そ
れ
を
領

粁
と
し
て
真
の
徳
が
存
在
し
え
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
を
分
析
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ス
ミ
九
は
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の
こ
の
理
論
展
開
の
方
法
を
「
独

(
時
〉

創
的
な
詑
弁
」
と
呼
ん
で
、
「
私
悪
は
公
益
」
と
い
う
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
の
命

題
が
作
為
的
な
徳
の
規
定
と
「
稔
'
Z
的
推
論
と
か
ら
導
出
さ
れ
た
欺
附

的
な
命
題
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
ス
ミ
ス
の
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
批
判
が
、
マ
ン
ド
ゲ
ィ

ル
の
人
間
性
の
認
識
の
一
面
性
と
論
理
の
展
開
に
お
け
る
詑
弁
性
と
に
向

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
了
解
で
き
よ
う
。
九
ミ
ス
は
マ
γ
ド
ヴ
ィ
ル
の
道

徳
理
論
が
、
「
惑
徳
と
徳
と
の
区
別
を
ま
っ
た
く
と
り
さ
る
」
こ
と
を
遂
行

し
え
た
秘
留
を
、
人
間
認
識
の
一
面
性
と
論
理
構
成
の
能
弁
性
と
に
見
出

し
て
い
る
。
』
し
か
し
同
時
に
ス
ミ
マ
ハ
が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
を
単

な
る
虚
偽
の
理
論
と
断
罪
す
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

伝
ら
な
い
。
第
一
に
マ
ハ
ミ
ス
は
マ
γ
ド
ゲ
ィ
ル
が
強
引
に
虚
栄
心
と
同
一

視
し
た
三
つ
の
情
念
の
あ
い
だ
に
、
自
ら
も
あ
る
種
の
闘
適
性
を
認
め
る

こ
と
に
お
い
て
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
観
察
が
人
間
性
の
一
側
面
を
摘
出
し

え
て
い
る
こ
と
を
認
容
し
て
い
る
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
観
察
は
、
こ
れ
ら

の
情
念
の
他
者
の
感
情
へ
の
関
連
の
あ
り
方
を
提
起
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

人
間
の
感
情
の
他
者
指
向
性
の
本
質
に
関
し
て
ス
ミ
九
に
深
刻
な
反
省
を

迫
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
ス
ミ
ス
は
、
マ
ン
ド
グ
ィ

ル
の
道
徳
理
論
(
「
放
縦
の
体
系
」
〉
の
「
真
の
基
礎
」
が
禁
欲
的
な
道
徳

学
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
理

論
が
既
存
の
道
徳
学
説
の
脆
弱
性
を
鋭
利
に
暴
露
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
洞
察
し
て
も
い
る
。
だ
か
ら
久
ミ

λ
に
と
っ
て
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
道

徳
理
論
の
一
函
性
と
詑
弁
性
は
単
に
消
極
的
な
意
義
し
か
有
し
て
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
面
的
で
稔
弁
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、

貴
重
な
真
理
の
一
端
|
|
正
統
的
な
道
徳
哲
学
で
は
解
明
の
困
難
な
一
端



ー
ー
を
ス
ミ
ス
に
教
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ソ
ド
グ
d

ル

と
ス
ミ
ス
と
の
関
係
は
、
極
め
て
微
妙
で
し
か
も
屈
折
し
て
い
る
。

〈l
〉
同
】
ミ
句
、
官
・
2
N
・

(
2
)
M
1ミ
句
・
司
・ω白
血
・

(
3〉
ス
ミ
ス
で
は
「
虚
栄
の
人
公
開
拓
S
E
S
E

〉
」
と
「
高
慢
な
人
(
岳
。

H
M「D
E

自
由
ロ
ど
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
自
己
の
確
信
し
な
い
俊

-

越
性
の
評
価
を
他
人
に
求
め
る
人
で
あ
り
、
後
者
は
自
己
自
身
の
確
信
す
る

そ
れ
を
求
め
る
人
で
あ
る
。

(
4
)
(
5〉(
6
X
7
〉
同
]
送
付
司
・

8
申
・

(
8
)
(
9
〉
(
m
x
u〉
吋
ミ
句
・
甘
・ω
H
0・

(
ロ
〉
(
日
〉
ハ
M
〉
同
]
』
血
「
句
切
官
・

ω
H
N・

ハ
日)
M
1ミ
ω
-
u・
s
-

ハM山
)
叫
記
句
"
唱
・2N
・

由

マソドヴィノレの道徳理論とスミス、

ス
ミ
ス
が
マ
γ

ド
グ
ィ
ル
の
理
論
に
認
め
た
貴
重
な
真
理
性
が
、
ま
ず

人
間
性
に
お
け
る
利
己
的
要
素
の
強
力
な
位
置
に
対
す
る
マ
ン
ド
グ
ィ
ル

の
ユ
ニ
ー
ク
な
洞
察
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
定
し
う
る
。
ス
ミ
ス
の

次
の
言
葉
は
、
た
だ
ち
に
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
人
間
観
を
想
起
さ
せ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
人
は
、
疑
い
も
な
く
自
然
に
よ
っ
て
最
初
に
ま
た
主
と
し
て
、

自
分
自
身
の
世
話
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
他
の
ど
の
人
物
の
世

話
よ
り
自
分
自
身
の
世
話
に
よ
り
適
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
す
べ
き
こ
と

は
適
当
で
あ
り
正
し
く
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
人
は
、
他
の
ど
の

人
に
関
す
る
こ
と
に
よ
り
も
、
自
分
自
身
に
直
接
関
わ
る
こ
と
に
対
し
て

(
l
)
 

は
る
か
に
深
い
関
心
を
も
っ
」
。
近
代
社
会
が
本
来
的
に
利
己
的
関
心
に

導
か
れ
つ
つ
自
己
保
存
を
追
求
す
る
諸
個
人
の
構
成
す
る
社
会
で
あ
る
こ
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と
、
し
た
が
っ
て
シ
ャ
ー
プ
ツ
ベ
リ
や
ハ
チ
ス
ン
の
よ
う
に
、
人
間
の
生

得
的
な
道
徳
性
を
無
媒
介
に
前
提
す
る
こ
と
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る
人

聞
の
八
社
会
性
〉
の
問
題
|
|
外
な
ら
ぬ
ホ
ッ
プ
ズ
が
提
起
し
た
問
寧
ー

の
真
の
解
決
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
、
ス
ミ
ス
は
マγ
ド
ヴ
ィ
ル
に
よ

っ
て
深
く
示
唆
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
近
代
社
会
の
道

徳
理
論
が
人
間
性
の
高
度
な
利
己
性
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
ス
ミ
ス
に
教
示
し
た
最
も
鋭
敏
な
著
作
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ス
ミ
ス
が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
理
論
を
「
若
干
の
点
で
真
理
に

境
を
接
し
て
い
る
」
と
評
伽
す
る
の
は
、
た
だ
こ
の
点
に
よ
る
の
で
は
な

い
。
ス
ミ
ス
が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
段
大
の
独
創
性
を
認
め
る
の
は
、
彼
が

利
己
的
な
人
間
性
そ
れ
自
体
の
中
に
人
閣
の
社
会
性
を
実
現
し
う
る
原
理

の
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
聞
が
他

人
の
賞
讃
・
感
嘆
を
欲
求
す
る
高
慢
の
強
力
な
作
用
に
よ
っ
て
、
偽
善
的

に
道
徳
を
実
践
す
る
と
い
う
道
徳
観
こ
そ
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
ス
ミ
ス
に

与
え
た
最
大
の
衝
撃
な
の
で
あ
る
。
λ
ミ
ス
に
と
っ
て
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル

は
人
間
性
に
お
け
る
直
接
に
利
他
的
で
は
な
い
社
会
性
の
可
能
性
を
追
求

し
た
こ
と
に
お
い
て
、
真
の
意
義
を
有
す
る
思
想
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
は
ス
ミ
ス
が
マ
ン
ド
ゲ
ィ
ル
の
道
徳
理
論
に
全
面
的
な
真
理

性
を
認
容
し
た
と
と
を
、
い
さ
さ
か
も
意
味
し
は
し
な
い
。
ス
ミ
久
に
と

っ
て
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
に
高
級
な
道
徳
の
実
践
を
も
高
慢
の
偽
装

さ
れ
た
発
現
と
み
な
し
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
利
己
的
性
格
の
も
の

と
断
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
性
の
あ
ま
り
に
一
面
的
な
独
断
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
人
間
観
を
基
礎
に
、
真
の
徳
の
実
践
の
不
可
能
性
を
唱
え
、

あ
ら
ゆ
る
道
徳
を
偽
善
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
詑
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弁
的
な
論
法
で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
こ
の
独
断
と
詑
弁

が
社
会
に
お
け
る
道
徳
の
意
義
を
否
定
し
、
人
聞
の
情
念
・
欲
望
の
無
規

制
な
「
放
縦
」
に
導
く
結
果
に
な
る
こ
と
に
「
ま
っ
た
く
危
険
な
傾
向
」

を
感
知
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
道
徳
感
学
派
の
継
承
者
と
し
て
の
λ
ミ
九
に

と
っ
て
は
、
社
会
秩
序
の
存
立
の
た
め
に
道
徳
の
役
割
は
必
要
不
可
欠
で

あ
り
、
人
間
の
情
念
・
欲
求
は
一
定
の
限
界
内
で
の
み
社
会
性
を
獲
得
し

う
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
問
題
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』

は
マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
の
独
断
と
詑
弁
を
克
服
し
つ
つ
、
直
接
に
利
他
的
で
は

な
い
人
聞
の
社
会
性
の
よ
り
現
実
的
な
原
理
を
追
求
し
た
所
産
と
し
て
の

実
質
を
有
す
る
。
ス
ミ
ス
が
人
間
の
社
会
性
の
基
礎
と
し
て
提
起
す
る
の

は
人
間
の
八
自
己
評
側
〉
の
原
理
で
あ
り
、
人
聞
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己

の
利
己
的
な
情
念
・
欲
望
を
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
水
準
に
抑
制
し
、
自

己
を
社
会
性
あ
る
主
体
と
し
て
形
成
す
る
。
し
か
し
こ
の
自
己
評
価
の
規

準
は
各
個
人
の
主
観
的
・
法
意
的
な
規
準
で
は
な
く
、
自
己
評
価
に
先
行

し
て
客
観
的
規
準
と
し
て
社
会
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
生
み
出

す
の
は
社
会
の
成
員
に
お
け
る
相
互
的
同
感
の
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
の
集

積
が
行
為
の
客
観
的
な
判
断
続
出
中
と
し
て
社
会
規
範
の
性
格
を
有
す
る
に

至
る
。
だ
か
ら
人
間
の
社
会
性
拡
、
ま
ず
何
よ
り
も
こ
の
社
会
規
範
に
正

確
に
依
拠
し
つ
つ
自
己
評
側
を
実
践
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
行
為
を

律
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
こ
こ
に
ス
ミ
ス
が
「
自
己
規
制
公
開
はE
n
o
B
自


B
3
」
と
呼
ぶ
原
理
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
に
お
け
る

人
間
の
自
律
性
H

社
会
性
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

ス
ミ
九
が
自
己
評
価
の
理
論
を
構
成
し
え
た
基
礎
に
は
、
マ
γ
ド
グ
ィ

ル
と
は
お
の
ず
と
異
な
る
人
間
性
の
認
識
が
存
在
す
る
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル

の
人
間
観
に
あ
っ
て
は
、
人
聞
は
真
の
自
己
評
価
を
実
践
す
る
主
体
と
は

決
し
て
な
り
え
な
い
。
人
聞
は
高
慢
の
作
用
に
よ
っ
て
た
だ
他
者
の
是
認

と
賞
讃
を
求
め
て
自
己
の
行
為
を
外
見
的
に
社
会
規
範
に
合
致
さ
せ
て
偽

善
的
な
自
己
規
制
を
行
使
す
る
に
と
ど
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
マ
ハ
ミ
ス
も
ま

た
人
聞
が
是
認
・
賞
讃
の
欲
求
を
生
得
的
に
有
す
る
こ
と
を
認
め
は
す
る
。

し
か
し
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
こ
の
欲
求
は
人
聞
を
た
だ
「
徳
の
外
観
と
悪
徳

(2
>

の
隠
蔽
と
に
」
促
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
だ
け
で
は
彼
を
、

(3
]

そ
れ
の
た
め
に
彼
が
つ
く
ら
れ
た
社
会
に
適
し
た
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
」

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
人
聞
を
真
に
社
会
に
適
し
た
主
体
と
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
是
認
・
賞
讃
に
値
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ス

ミ
ス
に
と
っ
て
人
聞
は
こ
の
欲
求
を
容
易
に
有
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
「
最
も
真
剣
な
賞
讃
さ
え
も
、
そ
れ
が
賞
讃
に
値
す
る
こ
と
の

あ
る
種
の
証
拠
と
み
な
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
喜
び
を
与
え

(
4
)
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
人
聞
は
「
賞
讃
だ
け
で
な
く
賞
讃
に

値
す
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
だ
れ
に
よ
っ
て
も
賞
讃
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
賞
設
の
自
然
で
適
切
な
対
象
で
あ
る
も
の
だ
ろ
う

(
5
)
 

と
欲
求
す
る
」
。
し
か
も
「
賞
讃
に
値
す
る
こ
と
へ
の
愛
は
、
決
し
て
賞

(
6
)
 

讃
へ
の
愛
だ
け
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
。
こ
の
言
葉
は
マ

γ

ド
グ
ィ
ル
の
人
間
観
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
と
し
て
解
釈
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
賞
讃
に
値
す
る
こ
と
へ
の
愛
」

(
7
)
 

こ
そ
が
「
真
の
徳
へ
の
愛
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
人
聞
は
こ
の
感

情
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
|
|
マ
γ

ド
グ
ィ
ル
の
場
合
と
は
異
な
っ
て

l
l

哀
の
道
徳
性
を
獲
得
し
う
る
の
で
あ
る
。

U
F
L
L
A
L
、h

炉
町
恒
ト
止
恥
店
E
h仲K
L
冊
目
臨
佐
伯
柏
K
E
ι
R
V
e

，
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マ
ソ
ド
グ
ィ
ル
と
ス
ミ
ス
と
の
対
立
は
こ
こ
に
決
定
的
に
現
出
す
る
。

両
者
は
と
も
に
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
の
社
会
性
の
本
源
的
な
秘
密
を
、

直
接
に
利
他
的
で
は
な
い
他
者
へ
の
関
心
に
発
見
す
る
こ
と
で
は
共
通
し

て
い
る
。
だ
が
マ
γ
ド
グ
ィ
ル
に
あ
っ
て
は
こ
の
関
心
は
自
己
愛
の
強
力

な
発
現
と
し
て
の
高
慢
の
作
用
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
個
人
の
真
の

客
観
化
と
相
対
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
く
、
人
間
の
社
会
性
は
偽
善
に

と
ど
ま
っ
て
個
人
の
真
の
自
律
性
の
原
理
と
は
な
り
え
な
い
。
他
方
『
ハ
ミ

ス
に
あ
っ
て
は
、
芦
讃
の
欲
求
は
芦
讃
に
値
す
る
こ
と
の
欲
求
へ
と
止
揚

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
規
範
は
個
人
に
内
面
化
さ
れ
、
自
体
的
な

自
己
評
価
H

自
己
規
制
の
原
理
に
転
化
す
る
。
こ
こ
で
は
人
間
の
社
会
性

は
個
人
の
自
律
性
と
し
て
成
立
す
る
。
さ
ら
に
ス
ミ
λ
に
お
い
て
は
、
真

に
有
徳
な
人
に
と
っ
て
自
己
評
価
は
他
者
の
評
価
を
必
要
と
せ
ず
に
実
践

し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
道
徳
性
は
社
会
に
お
い
て
生
成
し
な
が

ら
最
終
的
に
は
社
会
を
超
越
し
た
自
己
完
結
的
な
主
体
性
と
し
て
構
想
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
λ

ミ
ス
に
お
け
る
人
間
の
徳
性
は
、
い
わ
ば
近
代
社
会

の
確
立
し
え
た
段
階
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
H

社
会
性
の
原
理
と
構
造

を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1〉
同
]
ミ
句
・3
・
お
ふ
ω
・
ぞ
え
の
こ
の
言
葉
を
、
一
節
の
注
ハ
ロ
)
(
思

を
付
し
て
引
用
し
た
マ
γ

ド
グ
ィ
ル
の
人
間
観
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
2
X
3〉
M
1ミ
句
・
司
・5
・

(
4
X
5
)
(
6
)
M
1
ミ
匂
-
V
E
・

(
7〉
吋
ミ
匂
・
唱
・5
・
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変
革
の
思
想
と
体
制
の
思
想

ー
ー
ー
マ
ル
ク
ス
主
義
史
の
た
め
の
一
視
点
ー
ー

問
題
の
提
起

ロ
シ
ア
革
命
は
マ
ル
ク
ス
主
畿
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
の
成

功
は
、
思
想
が
既
存
体
制
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
既
存
体
制
を
破
壊

し
た
後
に
、
批
判
そ
の
も
の
を
発
展
さ
せ
て
新
た
な
体
制
を
編
成
し
う
る

こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
革
命
後
の
ロ
シ
ア
の
動
向
は
、
新
た
な
体
制

を
編
成
し
え
た
が
ゆ
え
に
、
変
革
の
思
想
が
そ
の
新
た
な
体
制
を
保
守
す

る
体
制
の
思
想
に
変
質
し
て
し
ま
う
こ
と
を
も
示
し
た
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
体
制
の
問
題
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ス
タ
ー

リ

γ
主
義
へ
の
変
質
の
問
題
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
今
日
も
な
お
変

革
の
思
想
た
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
第
一
の

責
務
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
革
命
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
勝
利
と
単
純
に
い

い
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
マ
ル
ク
ス
個

長
谷
川

正

史

人
の
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
多
数
の
諸
個
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
(
担

わ
れ
た
〉
共
同
意
識
と
し
て
把
え
る
な
ら
ば
、
ロ
シ
ア
革
命
は
、
大
多
数

の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
「
早
す
ぎ
た
革
命
」
で
あ
っ
た
。
当

時
、
ロ
γ

ア
で
は
未
だ
資
本
家
的
生
産
様
式
は
支
配
的
に
な
っ
て
お
ら
ず
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
を
実
現
し
う
る
の
み
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命

を
実
現
し
て
社
会
主
義
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
無
謀
な
試
み
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
歴
史
の
法
則
的
発
肢
を
重
視
す
る
こ
の

よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
早
す
ぎ
た
革
命
」
が
附
型
的
な
・
般
行
的

な
展
開
を
し
か
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
革
命
の
実
現
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
分
裂
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。

す
で
に
世
紀
転
換
期
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
修
正
主
義
が

拾
頭
し
、
修
正
主
事
論
争
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、

修
正
主
義
の
ロ
シ
ア
版
と
し
て
経
済
主
義
が
登
場
し
て
い
た
し
、
経
済
主

裁
に
対
抗
し
た
『
イ
九
タ
ラ
』
派
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
派
と
メ
ン
シ
ェ

5
<

Att
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ヴ
ィ
キ
派
に
分
裂
し
た
。
こ
の
よ
う
に
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
、
左
派
、

中
央
派
、
右
派
と
い
う
マ
ル
F

ス
主
畿
の
分
裂
が
進
行
し
て
お
り
、
大
戦

勃
発
に
よ
る
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
崩
域
は
、
分
裂
の
端
的
な
表
現

で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
の
実
況
は
、
こ
う
し
た
分
裂
を
さ
ら
に
進
行
さ

せ
、
組
織
的
に
回
定
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
国
内
的
に
は
左
派
が
共
産

主
義
政
党
を
、
右
派
(
と
中
央
派
)
が
社
会
民
主
主
義
政
党
を
組
織
し
、

国
際
的
に
は
左
派
の
第
三
イ
γ

タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
右
派
の
ハ
再
建
さ
れ
た
)

第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
が
対
抗
し
、
一
時
的
に
は
中
央
派
も
独
自
の

国
際
組
織
(
第
二
半
イ
γ
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
)
を
も
っ
た
。

ロ
シ
ア
革
命
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
分
裂
の
な
か
で
の
、

左
派
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
が
中
央
派
や
右
派
に
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
ら
れ
た
か
は
、
左
派
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
グ
ラ
ム
シ

の
ロ
シ
ア
革
命
-
評
悩
に
よ
っ
て
逆
照
射
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
周
知

の
よ
う
に
、
ロ
ツ
ア
革
命
を
「
『
資
本
論
』
に
反
す
る
革
命
」
と
評
し
、
ロ

シ
ア
に
お
い
て
、
『
資
本
論
』
が
、
し
た
が
っ
て
マ
舟F
ス
主
義
が
、
変

革
の
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
資
本
主
義
発
展
の
理
論
と
し
て
の
意
味
を

も
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
ボ
リ
シ
ェ
グ
ィ
キ
は
:
:
・

史
的
唯
物
論
の
諸
規
範
は
、
人
が
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
は
、
人

(
l
)
 

が
考
え
た
ほ
ど
に
は
、
鉄
の
規
範
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
」
と
述
べ
て
、

ロ
シ
ア
革
命
の
実
現
が
マ
ル
F

久
主
義
に
及
ぼ
す
影
響
を
示
し
た
。
左
派

で
あ
る
グ
ラ
ム
シ
で
さ
え
こ
う
見
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
央
派
や
右
派
が

グ
ラ
ム
シ
以
上
に
、
ロ
シ
ア
革
命
を
「
史
的
唯
物
論
の
諸
規
範
」
に
反
す

る
も
の
と
考
え
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
の
ボ

り
シ
ェ
グ
ィ
キ
は
、
自
分
た
ち
が
「
史
的
唯
物
論
の
諸
規
範
」
に
反
す
る
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こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
末
世
間
が
後
に
「
史
的
唯
物
論
の
諸
規
範
」
を
グ
ロ
テ

九
タ
な
形
で
墨
守
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
少
し
も
奇
妙
な
こ
と
で
は
な

'v と
は
い
え
、
ロ
シ
ア
革
命
に
対
す
る
左
派
の
側
か
ら
す
る
批
判
が
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
種
の
批
判
は
、
正
確
に
は
、
批
判

的
忠
告
な
い
し
は
危
侭
の
表
明
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

重
要
な
も
の
は
、
ロ
l

ザ
・
ル
ク
セ
γ
プ
ル
ク
の
批
判
で
あ
っ
た
。
か
の

女
は
民
主
主
義
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
レ
l

ニ

γ
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
理
論
の
根
本
的
誤
謬
は
、
か
れ
ら
が
カ
ウ
ツ
キ
ー

と
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
な
く
、
独
裁
を
民
主
主
義
に
対
立
さ
せ
て
い
る

(
2
)
 

点
に
あ
る
」
。
「
権
力
を
握
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
は
、

プ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
の
代
り
に
社
会
主
説
的
民
主
主
義
を
創
造
す
る
こ

(
3
)
 

と
で
あ
っ
て
、
一
切
の
民
主
主
義
を
廃
棄
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
。
こ
う
い

う
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
の
危
倶
は
、
「
早
す
ぎ
た
革
命
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の

も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
建
設
の
困
難
さ
の
表
明
と
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
か
の
女
の
思
い
は
杷
憂
で
は
な
か
っ

た
。ロ

シ
ア
革
命
勝
利
の
時
点
で
は
、
左
派
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
ロ
シ
ア
革
命
の
さ
ら
な
る
推
進
と
同
時
に
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に

も
自
己
の
組
織
的
伸
長
を
図
る
こ
と
が
、
左
派
の
任
務
と
な
っ
た
。
そ
の

具
体
的
現
わ
れ
が
、
各
国
に
お
け
る
共
産
党
の
結
成
で
あ
り
、
左
派
の
総

結
集
と
し
て
の
第
一
一
一
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
創
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

左
派
の
結
集
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
進
行
は
か
え
っ
て
左
派
内
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部
の
分
裂
を
招
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
一
九
二0
年
代
初
め
に
、
評
議
会

共
産
主
義
の
潮
流
が
離
反
し
、
次
い
で
第
二
に
、
レ
i

ニ
γ

死
後
の
ロ
シ

ア
共
産
党
党
内
闘
争
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
が
確
立
し
、
各
国
共
産

党
と
第
三
イ
γ

タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
派
が
追
放
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
、
世
紀
転
換
期
か
ら
進
行
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
分
裂
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
依
っ
て
立
つ
基
盤
た
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
の

反
映
な
い
し
は
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
を
、
分
裂
と
し
て
で
は
な
く
、
階
級
意
識
に
目
覚
め

た
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
か
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
進
ん
だ
部
分
と

遅
れ
た
部
分
と
し
て
把
え
る
考
え
方
が
こ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
こ
う
し
た
考
え
方
に
も
そ
れ
な
り
の
棋
拠
は
あ
る
が
、
し
か
し
問

題
と
な
る
の
は
、
こ
う
い
う
考
え
方
が
、
自
己
が
階
級
意
識
に
目
覚
め
た

部
分
で
あ
り
、
進
ん
だ
部
分
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
無
条
件
的
に

前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
第
二
節
に
お
い
て
、
へ

ル
マ
ソ
・
ホ
ル
テ
ル
の
レ

l

ニ
ン
批
判
を
、
第
三
節
に
お
い
て
、
ア
ン
ト

γ

・
パ
ソ
ネ
ク
l

タ
の
ロ
シ
ア
革
ム
叩
批
判
を
、
第
四
節
に
お
い
て
、
ト
ロ

ッ
キ
ー
の
ソ
連
論
を
素
材
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
経
験
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
皮
肉
な
事
態
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
変
革
の
思
想
か
ら
体
制
の
思

想
へ
の
変
質
の
意
味
を
、
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
グ
ラ
ム
グ
「
『
資
本
論
』
に
反
す
る
革
命
」
、
邦
訳
『
ロ

γ
ア
革
命
と
コ
‘

Y
テ
ル
γ
』
ハ
グ
ラ
ム
γ
問
題
別
選
集
第
三
巻
、
現
代
の
理
論
社
、
一
九
七

二
年
〉
一
七
ペ
ー
ジ
。

〈2
〉
ロ
l

ザ
・
ル
F
セ
γ
プ
ル
F
「
ロ
γ
ア
革
命
論
」
、
邦
訳
『
ロl
ザ
・
ル

F

セ
ソ
プ
ル
F

選
集
』
第
四
巻
(
現
代
岡
山
潮
社
、

ー
ジ
。

ハ3
)

同
前
書
、
二
六
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で

ル
F
セ
γ
プ
ル
タ
が
主
な
批
判
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
で
あ

っ
て
、
後
に
か
れ
が
同
じ
よ
う
な
観
点
か
らλF
l
リ

γ
を
批
判
す
る
こ
と

に
な
る
の
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
ロ

(
4
)
こ
こ
で
評
議
会
共
産
主
義
と
呼
ぶ
も
の
は
、
直
接
的
に
は
、
ν
l
-

一
γ
が

そ
の
著
『
共
産
主
義
内
の
「
左
翼
主
義
」
小
児
病
』
で
批
判
の
対
象
と
し
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
を
要
約
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
労
働
者
評

議
会
(
ソ
ヴ
ェ
ト
や
ν
l

テ
〉
を
革
命
運
動
の
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
未

来
社
会
(
共
産
主
義
社
会
)
の
形
態
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
主
張
の
根
拠
に
は
、
労
働
者
大
衆
の
向
発
性
・
自
立
性
・
創
意
性
に
対
す

る
信
頼
が
あ
り
、
そ
の
信
煩
の
実
践
的
表
現
か
、
プ
ル
ク
ヨ
ワ
談
会
へ
の
革

命
党
の
参
加
の
拒
否
ハ
反
議
会
主
撃
で
あ
り
、
古
い
団
結
の
仕
方
で
あ
る

既
成
労
働
組
合
へ
の
徹
底
し
た
不
信
で
あ
っ
た
。
こ
の
潮
流
に
含
ま
れ
る
人

人
は
、
オ
ラ
ソ
ダ
の
ア
ソ
ト
γ

・
パ
γ
ネ
ク
l
p
、
ヘ
ル
マ

γ

・
ホ
ル
テ
ル
、

へ
γ
り
エ
ッ
テ
・
ロ
i
ラ

γ
ト
・
ホ
ル
久
ト
、
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ト

l
-
H

ユ

l
ν
、
カ
ー
ル
・
ヨ
ル
シ
ュ
、
ポ
l
ル
・
マ
テ
ィ
ッ
ク
、
イ
ギ
リ
九
の
シ
ル

グ
ィ
ア
・
パ

γ
F

ハ
l
ス
ト
な
ど
で
あ
り
、
さ
ら
に
若
干
思
想
の
ニ
ュ
ア
ン

九
を
異
に
す
る
が
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
マ
I

デ
オ
・
ポ
ル
デ
ィ
l
ガ
を
加
え
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
評
議
会
共
産
主
義
思
想
は
、
た
と
え
ト
ル
ソ
ー
に
終
っ
た
と
は
い
え
、

マ
ル
F

ス
・
レ
l
z
y

主
義
と
い
う
名
称
の
体
制
の
思
想
と
は
異
な
る
、
も

う
一
つ
の
マ
ル
P

ス
主
義
で
あ
り
、
ν
l

ニ
γ

の
批
判
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
が
国
で
、
最
近
こ
の
評
議
会
共
産
主
義
に
ふ

れ
た
も
の
と
し
て
は
、
中
村
丈
夫
「
解
説
レ

l

ニ
ン
と
第
一
一
一
イ
ン
タ
ー
ナ

ツ
ョ
ナ
ル
」
、
同
編
『
第
一
一
一
イ

γ

タ
!
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
』
ハ
マ
ルF
ス
主

義
革
命
論
史
回
、
紀
伊
国
屋
市
歯
周
一
九
七
五
年
〉
所
収
、
江
口
幹
『
評
議

会
社
会
主
務
の
思
想
』
ハ
一
一
一
一
書
房
、
一
九
七
七
年
〉
が
あ
る
。
た
だ
し
、
中

一
九
七O
年
〉
一
一
六0
・
へ



村
氏
は
ポ
ル
デ
ィ
l

ガ
を
「
党
共
産
主
畿
」
者
と
し
て
お
り
、
江
口
氏
は
「
評

議
会
社
会
主
義
」
と
称
し
て
、
カ
λ
ト
リ
ア
デ
ィ

λ
や
情
況
主
畿
者
を
そ
の

な
か
に
加
え
て
い
る
点
で
、
こ
こ
で
い
う
評
議
会
共
産
主
義
と
異
な
る
考
え

方
を
示
し
て
い
る
。

ホ
ル
テ
ル
の
レ
l

ニ
ン
批
判

変革の思想と体制の思想

レ
l

ニ
γ
の
『
共
産
主
義
内
の
「
左
翼
主
義
」
小
児
病
』
(
以
下
、
『
小

児
病
』
と
略
記
)
は
、
一
九
二O
年
四
|
五
月
に
、
第
三
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ

ナ
ル
第
二
回
大
会
に
向
け
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
左
翼
の
分
裂
・
混
迷
を

止
揚
す
べ
く
執
筆
さ
れ
た
。
『
小
児
病
』
に
お
い
て
レ
l
ュ

γ
は
、
周
知

の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
革
命
の
国
際
的
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、

党
と
大
衆
の
関
係
、
労
働
組
合
の
問
題
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
議
会
へ
の
参
加
、

の
三
つ
に
関
し
て
「
左
翼
主
義
」
を
批
判
し
、
小
児
病
だ
と
断
じ
て
い
る
。

こ
の
レ
l
ュ

γ
の
批
判
に
対
し
て
反
論
し
た
の
が
、
ヘ
ル
マ
γ
・
ホ
ル
テ

円1
)

ル
の
『
同
志
レ
l

ニ
γ
へ
の
公
開
書
簡
』
で
あ
っ
た
J

ホ
ル
テ
ル
は
ま
ず
こ
う
述
べ
る
。
「
あ
な
た
〔
レl
ニ
γ
|
引
用
者
付

記
〕
の
こ
の
小
冊
子
の
出
発
点
が
正
し
く
な
い
ロ
あ
な
た
は
、
わ
た
し
か

ら
す
れ
ば
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
革
命
と
ロ
シ
ア
の
革
命
と
を
対
応
さ
せ
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
革
命
の
諸
条
件
、
い
い
か
え

る
な
ら
ば
、
階
級
的
勢
力
関
係
の
ゆ
え
に
、
正
し
く
な
く
、
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
に
、
左
派
の
、
反
対
派
の
発
展
の
地
歩
を
見
落
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
小
冊
子
は
、
あ
な
た
の
出
発
点
を
採
る
な
ら
ば
正
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
、
あ
な
た
の
出
発
点
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
(
そ
う
す
べ
き
で
あ
る

(
2
)
 

が
)
そ
の
全
体
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
。
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ホ
ル
テ
ル
は
こ
の
よ
う
に
、
レ
l
-一
γ
の
主
張
は
出
発
点
か
ら
誤
っ
て

い
る
と
し
て
、
後
進
国
ロ
シ
ア
と
先
進
資
本
主
義
諸
国
た
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
、
反
批
判
を
開
始
す
る
。

ホ
ル
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
は
後
進
国
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
は
数
的
に
少
な
く
、
そ
の
政
治
的
比
重
も
相
対
的
に
低
く
、

逆
に
農
民
の
占
め
る
位
置
が
大
き
く
、
そ
れ
ゆ
え
労
農
同
盟
の
戦
術
を
採

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
指
導
す
る
革
命
党
の
存
在

と
役
割
も
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
状
況
が
ロ
シ
ア
と

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
大
資
本
の
支
配
す
る
国
々

で
あ
っ
て
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
と
小
プ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
、
富
山
鹿
階
級
と

小
農
階
級
と
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
対
抗
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
数
的
に
も
多
く
、
そ
の
政
治
的
比
重
も
相
対
的
に
高
く
、
他
の

諸
階
級
と
は
違
う
、
独
自
の
、
孤
立
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

ホ
ル
テ
ル
は
こ
う
い
う
主
張
を
根
拠
と
し
て
、
ま
ず
、
党
と
大
衆
の
問

題
に
つ
い
て
レ
l
-

一
γ
に
反
論
す
る
。
か
れ
は
、
ロ
シ
ア
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
違
い
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
し
て
、
レ
l

ニ
γ
の
主
張
と
自
分
の
主

張
を
次
の
六
つ
の
点
で
対
比
さ
せ
て
要
約
し
て
い
る
ロ
(
一
)
レ

l
z
v
J
は
、

指
導
部
か
大
衆
か
と
い
う
問
題
設
定
自
体
が
無
意
味
だ
と
い
う
が
、
わ
れ

わ
れ
は
未
だ
指
導
部
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
も
つ
意

味
が
レ
l

ニ
γ
と
は
異
な
る
。
(
二
)
レl

ニ
ン
は
、
指
導
部
と
大
衆
は

一
体
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
よ
う
な

統
一
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
の
も
つ
意
味
が
レ
1

ニ
ン

と
は
異
な
る
。
三
一
〉
レ
l
z

ン
は
、
共
産
主
義
政
党
に
は
強
固
な
規
律

と
絶
対
的
な
中
央
集
権
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
ら

i
l
i
-
-
i

ー

i
B
a
l
t
i
-
-
i
l
l
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を
効
果
的
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
の
も
つ
意
味
が
レ
l

ニ
γ
と
は
異
な
る
。
(
四
)
レl
ニ

γ
は
、
ロ
シ
ア
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切

な
時
期
に
、
適
切
な
方
法
で
、
議
会
に
働
き
か
け
た
り
、
労
働
組
合
に
と

ど
ま
っ
た
り
し
た
と
い
う
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
階
級
的
諮
関
係
が

戸
シ
ア
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
戦
術
は
適
当
で
は
な
い
。
ハ
五
〉

レ
l

ュ
γ
は
、
ロ
シ
ア
で
正
し
か
っ
た
戦
術
|
|
例
え
ば
、
貧
農
や
他
の

勤
労
諸
階
層
と
の
同
盟
ー
ー
を
わ
れ
わ
れ
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
が
、

こ
う
い
う
戦
術
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
恐
る
べ
き
敗

北
に
導
い
て
し
ま
う
。
2
0
し
た
が
っ
て
レ
l

ニ

γ
は
、
日
和
見
主
義

的
戦
術
|
|
労
農
同
盟
、
議
会
や
労
働
組
合
へ
の
参
加
l

ー
を
わ
れ
わ
れ

戸3

〉

に
押
し
つ
け
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
ル
テ
ル
の
反
論
の
構
造
は
非
常
に
単
純
で
あ
る
。
か

れ
は
レ
l

ニ
γ

の
主
張
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
戸
シ
ア
で
は

有
効
で
あ
っ
た
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
か
も
党
と
大
衆
を
論
じ
て
い
な
が
ら
、
議
論
が
自
ず
と
労
働
組
合

と
議
会
の
問
題
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

か
れ
の
主
張
は
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

ホ
ル
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
大
資
本
が
支
配
し
て
い
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

未
だ
前
術
党
は
存
在
し
て
い
な
い
(
ド
イ
ツ
を
除
い
て
〉
。
確
か
に
労
働

組
合
や
労
働
者
党
は
存
在
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
す
で
に
資
本
に
よ

っ
て
資
本
の
支
柱
に
転
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
少
数
で
は
あ
る

に
し
て
も
確
固
た
る
核
が
共
産
主
義
を
宣
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き

に
、
そ
の
よ
う
な
労
働
組
合
や
労
働
者
党
と
手
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

革
命
が
起
る
た
め
に
は
経
済
的
危
機
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
の

ド

み
に
よ
っ
て
起
る
の
で
は
な
い
。
革
命
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
大
衆
の

精
神
の
高
揚
が
不
可
欠
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
資
本
は
、
労
働
組

合
と
労
働
者
党
を
通
し
て
、
労
働
者
階
級
自
体
を
革
命
に
反
対
し
て
教
育

し
、
統
合
し
、
組
織
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
大
衆
の
精
神
を

変
え
な
け
れ
ば
革
命
の
成
功
は
覚
束
な
い
。
労
働
組
合
を
新
た
な
組
織
に

再
編
成
し
、
議
会
主
義
を
用
い
な
い
こ
と
が
、
労
働
者
大
衆
の
精
神
を
自

(
4
)
 

立
さ
せ
る
条
件
で
あ
る
。

以
上
が
ホ
ル
テ
ル
の
積
極
的
主
張
で
あ
る
ロ
こ
う
い
う
主
張
を
か
れ
自

身
が
テ
ー
ゼ
風
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
念
の
た
め
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
付
酉
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
戦
術
は
戸
シ
ア
革
命
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
異

な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
な
ぜ
な
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

は
こ
こ
で
は
孤
立
し
て
い
る
か
ら
。
伺
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
そ
れ
ゆ
え

こ
こ
で
は
、
他
の
全
階
級
に
対
抗
し
て
、
革
命
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
伺
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
の
意
義
は
ロ
シ
ア
に
お
け
る
よ
り
も
大
き

く
、
指
導
部
の
意
義
は
よ
り
小
さ
い
。
伺
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
そ
れ
ゆ

え
こ
こ
で
は
、
革
命
の
た
め
に
最
良
の
武
器
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ

付
労
働
組
合
は
不
十
分
な
武
器
で
あ
る
の
で
、
廃
止
す
る
か
、
根
底
か
ら

変
革
し
て
、
経
営
組
織
に
と
っ
て
代
え
、
ひ
と
つ
の
同
却
に
結
合
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帥
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
革
命
を
単
独
で
行
な
い
、

ど
の
よ
う
な
援
助
も
も
た
な
い
の
で
、
精
抑
的
・
心
的
に
自
ら
を
高
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
革
命
に
さ
い
し
て
談
会
主
義
を
用
い

門5
〉

な
い
ほ
う
が
よ
い
」
。

こ
の
主
張
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ホ
ル
テ
ル
に
と
っ
て
革
命
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
自
身
の
事
業
で
あ
る
。
革
命
は
経
済
的
危
機
に
よ
っ
て

b
l
i
-
-
o
p
m
1

ド
L
6
f
l
I
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変革:の思想と体制の思想

の
み
起
る
の
で
は
な
い
。
大
衆
の
意
識
と
精
神
の
高
揚
が
必
要
で
あ
り
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
の
階
級
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
、
箆
悶
に
す
る
こ
と
、

こ
れ
が
指
導
部
の
任
務
で
あ
り
、
こ
れ
は
革
命
的
行
動
を
通
し
て
の
み
可

能
で
あ
る
ロ
そ
れ
ゆ
え
、
革
命
は
単
な
る
経
済
的
改
革
で
は
な
く
、
主
体

の
変
革
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
か
れ
が
労
働
組
合
や
談
会
へ
の
参
加
を

拒
否
し
た
の
は
、
そ
の
こ
と
が
大
衆
の
意
識
を
高
め
る
の
で
は
な
く
、
プ

ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
洗
礼
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
さ
い
、
と
く
に
注
目
す
る
必
型
が
あ
る
の
は
、
革
命
実
現
の
条
件
に

つ
い
て
の
ホ
ル
テ
ル
の
考
え
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
レ
l

ニ
ン
は
、

『
小
児
病
』
に
お
い
て
、
前
衛
の
存
在
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
革
命
実

現
の
条
件
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
(
一
)
わ
れ
わ
れ
に
敵
対
す
る
あ
ら
ゆ

る
階
級
勢
力
が
十
分
に
混
乱
し
、
十
分
に
同
士
山
打
ち
を
演
じ
、
自
分
の
力

に
あ
ま
る
闘
争
で
十
分
に
自
分
を
無
力
に
し
、
。
一
)
す
べ
て
の
動
矯
的

な
、
ぐ
ら
つ
い
た
、
不
安
定
な
中
間
分
子
、
す
な
わ
ち
小
フ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

l

、
つ
ま
り
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
と
は
違
う
小
プ
ル
ジ
包
ワ
的
民
主
主
義
派

の
正
体
が
人
民
の
面
前
で
十
分
に
暴
一
路
さ
れ
、
そ
の
実
際
の
破
産
に
よ
っ

て
十
分
に
恥
を
さ
ら
け
だ
し
、
。
ニ
)
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l

に
対
す
る
断
固

と
し
た
、
一
身
を
か
え
り
み
な
い
ほ
ど
勇
敢
な
、
革
命
的
行
動
を
支
持
し

よ
う
と
す
る
大
衆
的
な
気
分
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
な
か
に
起
り
、

[6u

力
強
く
高
ま
り
は
じ
め
て
い
る
と
い
え
る
」
こ
と
。

レ
l

ニ
ン
の
こ
う
い
う
主
張
を
引
用
し
た
う
え
で
ホ
ル
テ
ル
は
、
「
そ

れ
は
ロ
シ
ア
の
話
で
す
」
と
し
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
共
産
主
義
に

対
し
て
、
大
プ
ル
ジ
ョ
ワ
諸
党
は
団
結
し
、
小
プ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
は

(
7
)
 

か
れ
ら
に
荷
担
す
る
で
し
ょ
う
」
と
反
論
す
る
。
こ
こ
に
ホ
ル
テ
ル
の
立
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脚
点
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
区
別
し
、

ロ
シ
ア
で
有
効
で
あ
っ
た
戦
術
は
西
ヨl
ロ
て
ハ
に
は
妥
当
し
な
い
と
す

る
か
れ
の
主
張
は
、
ロ
シ
ア
革
命
批
判
を
内
包
す
る
し
、
同
時
に
、
実
践

的
結
論
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
ロ
シ
ア
革
命
を
時
期
尚
早
と
し
て
批
判

し
た
中
央
派
や
右
派
と
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
ロ

シ
ア
と
西
ヨ
l

ロ
γ

パ
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
論
理
的
出
発
点
で
は
あ
っ

て
も
、
ホ
ル
テ
ル
の
思
想
の
実
践
的
・
心
情
的
出
発
点
で
は
な
い
。
ホ
ル

テ
ル
の
立
脚
点
は
、
中
央
派
、
右
派
に
対
す
る
徹
底
し
た
不
信
で
あ
る
。

か
れ
は
、
か
れ
ら
の
動
揺
を
期
待
し
た
り
、
か
れ
ら
と
の
向
却
を
図
ろ
う

と
す
る
試
み
を
一
切
拒
否
す
る
。
か
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
上
周

が
す
で
に
小
プ
ル
ジ
ョ
ワ
と
化
し
、
資
本
の
手
先
と
な
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
を
分
裂
さ
せ
て
い
る
事
実
を
見
す
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
正
統
的
な
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
革
命
は
時
期
尚
早
で

あ
る
と
い
う
問
題
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
開
始
さ
れ
た
革
命
を
成
就
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
実
現
が
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
問
題
の
、
混
在
が
あ
る
。

レ
l

ュ
γ

自
身
こ
う
い
う
問
題
に
気
付
い
て
い
な
が
ら
も
、
第
一
の
問

題
を
等
閑
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
の
経
験
を
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
失
敗
を

招
き
、
第
二
の
問
題
の
展
開
を
阻
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ル
テ

ル
は
、
レ
l

ニ
γ

の
誤
り
の
原
因
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
を
誤
認
し
て
い

る
」
か
ら
と
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
同
志
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
興
味
深
い

意
見
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
「
あ
る
者
が
い
う
に
は
、
ロ
シ
ア

の
経
済
状
態
が
ひ
ど
く
惑
い
の
で
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
平
和
が
必
要
な
の
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だ
、
だ
か
ら
同
志
レ
l
ニ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
平
和
を
獲
得
す
る
助
け

と
す
る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
大
き
な
力
を
、
〔
ド
イ
ツ
〕
独
立
社
会

民
主
党
や
〔
イ
ギ
リ
ス
〕
労
働
党
な
ど
を
集
め
た
が
っ
て
い
る
の
だ
。
別

の
者
が
い
う
に
は
、
か
れ
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
を
望
ん
で
い
る
の
だ
、

そ
れ
に
は
何
百
万
人
を
参
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
日
和
見

[8)

主
義
に
な
る
の
だ
」
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
左
派
の
敗
北
で
あ
り
、

破
産
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
シ
ア
革
命
の
勝
利
は
、
中
央
派
や

右
派
と
訣
別
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
勝
利
し

た
ロ
シ
ア
革
命
を
維
持
す
る
た
め
に
、
中
央
派
や
右
派
と
協
調
す
る
必
要

が
で
て
く
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
皮
肉
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

し
か
も
、
ロ
シ
ア
革
命
の
維
持
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
勝
利
の
援
助
を

必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
重
の
意
味
で
皮
肉
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
レ
l

ニ
γ

の
日
和
見
主
義
の
板
源
を
指
摘
し
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
は
じ
ま
り
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ホ
ル

テ
ル
に
と
っ
て
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
議
会
主
義
と
改
良
的
労

働
組
合
運
動
に
抗
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
と
闘
い
つ
つ
、
革

命
を
実
現
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
ホ
ル
テ
ル
の

志
向
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
さ
ら
な
るνl
ニ
γ
批
判
を

含
め
た
ロ
シ
ア
革
命
批
判
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
区
別

す
る
ホ
ル
テ
ル
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
が
後
進
国
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
が
未
だ
広
範
に
起
っ
て
い
な
い
こ

と
に
な
り
、
こ
こ
に
後
進
国
で
あ
る
が
ゆ
え
の
有
利
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が

ロ
シ
ア
革
命
勝
利
の
一
因
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
二
に
、
ロ
シ
ア
革

匹?

命
批
判
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
の
、
評
議
会
革
命
論
の
構
築
が
、
導
き
だ
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

〈1
)
出
0
3

自
の

O
門
店
p
o
h可
雪
司
凶
器
\
S
R
片
言
。
s
g
s
h
s

旨

同
町
民
詰b
ミ
喜
三
塁
、

h
s
h
E
N
W
3包
言

-
h
h
v号
-
F
礼
町
宮
町
なgh


R
道

~
0
.
吉
崎
町
、
持
、
s
h
忌
匙
札
n
h
h円
。
苦
苦
言
叫
電
話
伊
国
巾
己
目

p
g
N
0・
本
稿

で
使
用
し
た
の
は
、
〉-E
s
o
w
S
F出
・
の
E
o
p
o
a
S
E
E
-
S
S
K

M
1
h
H
R
匙
弘
司
、

3
r
E
3
.
R常
詰
勾
S
恒
吉
良
S
-
E
円
ω
岡
・
ロ
・
白
山
口
問
。
円
・
ヨ
ロ

出
自
日
富
-
W
D
n
r・
司
円
回
口
広
ロ
ユ
同
・
冨
-
-
H由
自
由
・
第
五
章
「
結
論
」
の
み

の
邦
訳
が
、
前
掲
『
第
一
一
一
イ

γ
タ
l
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
』
九
七
l
一O
六

ペ
ー
ジ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
2〉
包
霊
長

ω
・
5

・

(
3〉
阿
古
誌
社
、ω
・
ロ
ア
ロ
∞
・

(
4〉
尚
早
寄
与
F
ω
-
N
H
U
I
N
N

印
・

〈5
)
岡
常
良

h
p
ω・
お
叶
・

(
6
)
邦
訳
『
レ
l

ニ
γ

全
集
』
第
一
一
一
一
巻
(
大
月
書
店
、
一
九
五
九
年
〉
八
三

ベ
l

ジ
。

(
7〉
〉
・
】v
g
ロ
o
r
D
o
r
-
国
・
の
D
1
0
p
p
b
・
o
.
ω
・
M
N
?
N
N
Fた
だ
し
、

ホ
ル
テ
ル
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
。
一
〉
ま
で
で
あ
る
。
会
一
〉
の
部
分
は
、

引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
ホ
ル
テ
ル
の
議
論
の
前
提
に
含
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ハ8
)
同
た
お
t
n
p
ω・
N
M
M・

パ
ン
ネ
ク
l

ク
の
ロ
シ
ア
革
命
批
判

そ
の
よ
う
な
ホ
ル
テ
ル
の
志
向
を
共
有
し
た
の
が
、
ア
ソ
ト
ソ
・
パ

γ

ネ
ダ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
ロ
シ
ア
革
命
批
判
を
・
深
化
さ
せ
る
と
と

も
に
、
評
議
会
革
命
論
の
構
築
に
努
力
し
た
。
こ
こ
で
は
、
か
れ
の
ロ
シ

ア
革
命
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
題
に
接
近
す
る
こ
と
に
し
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円l
v

た
L

。
パ
γ
ネ
タ

l

ク
は
、
第
三
イ
γ
タ
ナ
シ
a

ナ
ル
第
二
回
大
会
に
向
け
て

(2
>

執
筆
し
た
『
世
界
革
命
と
共
産
主
義
的
戦
術
』
に
、
レl
ニ
γ

『
小
児
病
』

を
ふ
ま
与
え
た
「
補
遺
」
を
書
き
加
え
、
そ
の
な
か
で
、
レl-

一
γ
と
か
れ

に
率
い
ら
れ
る
第
一
一
一
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
パ

ン
ネ
ク
l
ク
に
よ
れ
ば
、
重
要
な
の
は
、
レ
l
-
一γ
の
主
張
そ
れ
自
体
で

は
な
く
、
そ
の
主
張
が
「
あ
る
特
定
の
政
策
の
発
現
で
あ
る
」
と
い
う
こ

(
3
V
 

と
で
あ
る
。
そ
の
政
策
は
、
ソ
グ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
を
維
持
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
大
戦
と
内
戦
の
た
め
に
ロ
シ
ア
の
生
産
は
潰
滅
的
な
打
撃
を

受
け
た
。
ロ
シ
ア
は
、
経
済
再
建
の
た
め
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
主
義

世
界
と
政
治
的
・
経
済
的
に
協
調
し
よ
う
と
す
る
。
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル

の
任
務
は
世
界
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
任
務
は
、

形
式
的
に
は
ロ
シ
ア
・
ソ
グ
ェ
ト
政
府
の
政
策
と
は
分
離
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
が
必

要
と
し
て
い
る
の
は
、
革
命
を
根
底
か
ら
行
な
お
う
'
と
す
る
共
産
党
で
は

な
く
、
自
国
政
府
に
圧
力
を
か
け
う
る
よ
う
な
組
織
さ
れ
た
大
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
勢
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
も
と
で
は
革
命
の
意
味
が
変
質

し
て
し
ま
う
。
革
命
を
根
底
か
ら
行
な
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
と
の
協
調

を
破
壊
し
、
戦
争
再
発
を
招
来
し
、
ロ
シ
ア
を
も
戦
争
に
ま
き
こ
み
、
経

済
再
建
を
将
来
へ
お
し
ゃ
る
こ
と
に
な
る
の
で
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
を
手
本
と
し
た
、
評
議
会
組
織
の
形
態
で
の
指
導
部
支
配
、
労
働

者
官
僚
制
、
が
「
共
産
主
義
革
命
」
と
い
う
名
称
で
、
望
ま
し
い
も
の
と

(
4
)
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

パ
γ
ネ
ク
l
p

は
こ
の
よ
う
に
第
三
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
政
策
の
意
味

を
指
摘
し
批
判
す
る
が
、
こ
こ
に
は
す
で
に
ロ
シ
ア
革
命
批
判
が
含
ま
れ

て
い
る
。
パ

γ
ネ
ク
l
p

に
よ
れ
ば
、
革
命
の
展
開
の
な
か
で
、
プ
ル
ジ

ヨ
ワ
ジ
ー
を
打
倒
し
、
評
議
会
体
制
を
樹
立
し
た
と
し
て
も
、
議
会
主
義

と
改
良
的
労
働
組
合
運
動
を
基
礎
と
す
る
指
導
部
官
僚
制
が
一
時
的
に
政

ハ5
)

府
の
実
権
を
握
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ロ
シ
ア
で
起
っ
た
こ
と
は
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
パ
ン
ネ
ク
l

タ
は
こ
の
批
判
を
、
一
九
四
O
年

(
6
)
 

代
は
じ
め
に
執
筆
し
た
主
著
『
労
働
者
評
議
会
』
の
な
か
で
、
さ
ら
に
深

化
さ
せ
て
い
る
。

パ
ン
ネ
ク

l
p

に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
革
命
の
意
義
は
二
つ
あ
る
。
そ
の

第
一
は
、
「
革
命
の
真
只
中
で
、
政
治
的
ス
ト
ラ
イ
キ
の
新
し
い
形
態
を

現
わ
し
た
」
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
「
闘
う
労
働
者
の
新
し
い
組
織
形

(
7
)
 

態
、
ソ
グ
ェ
ト
な
い
し
は
労
働
者
評
議
会
、
を
登
場
さ
せ
た
」
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
そ
の
新
し
い
組
織
形
態
、
新
し
い
活
動
形
態
は
、
ロ
シ
ア
で
は

形
骸
化
し
た
。
「
ロ
シ
ア
に
お
い
て
発
展
し
た
生
産
様
式
は
、
国
家
社
会

主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
組
織
さ
れ
た
生
産
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
国
家

が
、
普
遍
的
な
雇
用
者
で
あ
り
、
生
産
機
構
の
主
人
で
あ
る
。
勤
労
者
は

そ
こ
で
は
、
西
欧
資
本
主
義
に
お
い
て
と
同
様
に
、
生
産
手
段
の
主
人
で

は
な
い
。
勤
労
者
は
賃
金
を
受
け
取
り
、
唯
一
の
(
そ
し
て
な
ん
と
い
う

巨
大
な
)
資
本
家
で
あ
る
国
家
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

国
家
資
本
主
義
と
い
う
名
称
を
こ
の
体
制
に
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
国

を
指
導
し
統
治
す
る
官
僚
の
総
体
が
、
工
場
の
真
の
所
有
者
で
あ
る
。
そ

の
総
体
が
所
有
階
級
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
成
員
が
生
産
手
段
の
実
際

の
所
有
者
で
あ
っ
て
、
ば
ら
ば
ら
に
で
は
な
く
、
各
人
が
自
分
の
分
に
対

す
る
権
利
を
も
ち
つ
つ
、
総
体
と
し
て
集
合
的
に
所
有
し
て
い
る
。
西
ヨ
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「
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ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
来
た
し
た
機
能
と
任
務
、

す
な
わ
ち
産
業
や
労
働
生
産
性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
を
果
た
し
て
い
る

の
が
官
僚
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
を
米
関
の
農
業
国
か
ら
近
代
的
な
文
明
園
、

(
8
)
 

す
な
わ
ち
大
産
業
を
も
っ
国
に
変
え
た
の
は
、
官
僚
で
あ
る
」
。

し
た
が
っ
て
パ
ン
ネ
タ
l
p
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
は
、
「
勤
労
者
が

(
9
)
 

主
人
で
あ
り
、
共
産
主
義
が
支
配
す
る
国
」
な
ど
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
革

命
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
と
し
て
の
意
裁
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
「
小
さ
な

(
凶
〉

産
業
と
未
発
達
の
労
働
者
階
級
し
か
な
か
っ
た
」
ロ
シ
ア
で
は
、
そ
れ
は

必
然
的
な
歩
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
が
、
共
産
主

義
に
つ
い
て
、
世
界
革
命
に
つ
い
て
語
り
、
自
己
の
経
験
を
マ
ル
ク
ス

主
義
の
名
に
よ
っ
て
普
通
化
し
、
そ
れ
を
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
押
し
つ
け
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、

「
マ
ル
ク
ス
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
共
産
党

の
独
裁
と
し
て
し
か
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
労
働
者
階
級
は
党
に
具
現
化

(
U
)
 

さ
れ
、
党
が
そ
の
代
理
者
な
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
の
党
が
マ

ル
ク
ス
主
義
と
い
う
名
称
の
も
と
に
広
め
て
い
た
教
義
は
、
高
度
に
発
展

し
た
労
働
者
階
級
に
よ
る
、
高
度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
の
打
倒
の
理
論

で
は
な
く
、
原
始
的
で
野
蛮
な
世
界
か
ら
生
ま
れ
た
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
あ

り
、
そ
の
世
界
で
は
、
宗
教
的
な
迷
信
に
対
す
る
闘
い
が
精
神
の
極
と
な

り
、
近
代
的
な
産
業
化
が
進
歩
と
同
一
視
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
無
神
論
が
そ
の
哲
学
で
あ
り
、
党
の
支
配
が
そ
の
目
的
で
あ
り
、
独

裁
へ
の
服
従
が
至
上
の
規
則
で
あ
る
。
共
産
党
は
、
勤
労
者
を
、
自
分
た

ち
だ
け
の
知
性
と
理
性
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
新
し
い
世
界
を
自
ら
建
設

し
う
る
、
自
立
し
た
附
土
に
変
え
る
志
向
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
党

ら

-
A
d
t
u
F
b
l
R
n
p
E
b
h
b

ド
ι
t

町
初
動
恰
甘
F
E
W

を
権
力
の
座
に
就
け
る
従
順
な
召
使
い
に
す
る
こ
と
だ
け
を
望
ん
で
い

(
ロ
)

た
」
。

パ
γ
ネ
F
l
p
は
こ
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
の
後
の
ソ
速
の
動

向
を
批
判
す
る
。
か
れ
は
、
感
情
的
に
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
透
徹
に

分
析
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ぶ
ち
あ
た
っ
た
大

き
な
壁
が
あ
る
。

ホ
ル
テ
ル
や
パ
ン
ネ
ク
l
p
は
、
ロ
シ
ア
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
ア
き

り
と
区
別
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
中
央
派
や
右

派
の
ロ
シ
ア
革
命
批
判
と
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
シ
ア

へ
の
、
ひ
い
て
は
後
進
国
一
般
へ
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
適
用
の
問
題
で

あ
る
。
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
『
資
本
論
』
が
資
本
主
義
発
展
の
書
と
し

て
読
ま
れ
た
の
と
同
じ
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
だ
け
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
進
展
の
な
か
で
自
ず
と
解
決
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
問
題
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
を
め
ぐ
る

戦
術
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
は
マ
ル
タ
ス
主
義
の
分
裂
を
通
し
て
は
じ
め

て
実
現
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勝
利
し
た
ソ
グ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
は
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
こ
の
分
裂
を
さ
ら
に
進
め
る
の
で
は
な
く
、

調
停
し
解
消
し
よ
う
と
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
分
裂
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
分
裂
の
結
果
で
あ
る
以
上
、
こ
の
試
み
は
革
命
を
推
し
進
め
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
変
革
の
思
想
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
資
本
主
義
社
会

を
打
倒
し
、
そ
の
成
果
を
享
受
し
つ
つ
新
た
な
共
産
主
義
社
会
の
建
設
を

構
想
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
マ
ル
ク
九
主
義
が
現
実
に
勝
利
し

1" 



た
の
は
、
後
進
国
戸
シ
ア
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
ロ
シ
ア
で
進
行
し
た

の
は
、
正
常
な
ら
ざ
る
資
本
主
裁
の
発
展
で
あ
り
、
支
配
の
思
想
と
な
っ

た
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
実
際
に
は
資
本
主
義
的
発
展
で
あ
る
も
の
を
社
会

主
義
建
設
と
称
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主

(
日
)

義
の
変
質
は
、
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
λ
主
義
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ

ア
の
維
持
を
主
な
動
機
と
し
つ
つ
、
第
三
イ
γ

タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
通
し
て

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逆
輸
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、

パ
ン
ネ
ク

l

タ
の
い
う
通
り
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
曲
り
な
り
に
も

「
自
由
、
平
等
、
ベ
γ

サ
ム
」
を
通
過
し
た
酋
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
(
思
想
的
で
は
な
く
)
心
情
的
基
盤
を
欠

い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
分
裂
の
現
実
を
止
揚
し
う
る
は
ず
も
な
く
、
革
命
を
領
導
し
う

る
は
ず
も
な
い
ロ
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
を
打
倒
す
る
変
革
の

思
想
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
敗
北
し
、
破
産
し
た
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

変革の思想と体制の思想

(
1
)
パ
ン
ネ
F
l
p

ら
の
評
議
会
革
命
論
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ

ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
江
口
幹
の
前
掲
欝
を
参
照
さ
れ

た
い
。
な
お
、
評
議
会
共
産
主
義
の
再
検
討
は
酉
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
九
六

0
年
代
末
か
ら
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
本
稿
で
主
と
し
て
参
考
と
し
た
の
は
、
次

の
二
着
で
あ
る
。
∞o
a
何
回

Z
n
-
s
R
H
U
S詰
ぎ
忌
ミ
宮
内
皇
室

.
N
旬

。
尽
き

.
3
・
3
江
田
・
呂
田
由
・
同K
E
E
P
S
E
p
h
m

句
完
全
お
怒
号

内
ぬ
R
S
な
器
F
M
M白
門
戸
田-S
3

・
ま
た
次
の
よ
う
な
著
書
も
あ
る

o
u
z
o

ω
B
R
Z

品
・
・
、
喜
連b
R
b
S
札
む
号
、
.
伺
ミ
a
E
5

・
F
O
E
S
-
E
P

日
本
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
は
、
司
ハ
タ
y
u
-
-

ア
ロ
ノ
ゲ
イ
ツ

y

「
左
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翼
共
産
主
義
」
、K-
B
-
F
ν

ァ
、
D

・
ハ
V
l

ド
編
『
ν
l

ユ
ゾ
以
後

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
マ
ル
タ
ス
主
義
』
上
巻
(
現
代
の
理
論
社
、
一
九
七
一
一
一
年
〉

所
呪
が
あ
る
。
研
究
論
文
と
し
て
は
、
山
本
秀
行
「
ア
ン
トγ
H
.
ハ
ン
ネ

F
l
p

と
プ
レ
l

メ
ソ
社
会
民
主
党
」
、
『
社
会
運
動
史
』
第
一
一
一
号
〈
一
九
七

三
年
一
O
月
)
所
収
、
同
「
アγ
ト
ソ
・
パ
ネ
F
l
p

と
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ

l

」
、
『
思
想
』
第
六
=
一
=
一
号
ハ
一
九
七
七
年
一
一
一
月
〉
所
収
、
が
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
山
本
氏
の
?
弓
の
論
皮
の
対
象
は
、
第
一
次
世
界
式
戦
前
の
パ
ン

ネ
F
l
p

で
あ
る
。

(
2
)
〉
E
S
E
E
m
W
O
O
F

司
見
守
宮
告
さ
凡S
S

札
ぎ
吉
道

5
-
.た
な
忌
ぬ

M
J怠
器
一
・4
4
H
O
P
S
N
0
・
本
稿
で
使
用
し
た
の
は
、
〉-
H
V
8
5
r
8
F
P
出
・

の
o
立
叩
F
P
R
F
0
・
一
部
の
邦
訳
が
、
前
掲
『
第
一
一
一
イ

γ
タ
!
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
革
命
』
二
七
三l
二
八
三
ペ
ー
ジ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
』
円
宮
司
札
白
v
ω・
H
8
・

(
4
)
尚
早
寄
与
F
ω
・
H
a
-
-
H
S・

ハ
5
)
パ
ン
ネ
p
l
p

が
『
世
界q
h命
と
共
産
主
義
的
戦
術
』
全
篇
の
な
か
で
響

告
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
危
険
性
で
あ
る
。

〈6
)
M
M
-〉R
E
N
G
・
O
-

〉
三
S
F
B
o
r
a
-
0・E

ぬ
を
骨
除
去
、
民
3

〉
回
目
件
。
円
品
目
B

・
H
宮
町
・
本
稿
で
使
用
し
た
の
は
、
〉
口
件
。
ロ
可

m
g
E
W
8
F

h
a
円
s
g

丘
町
旬
。s
u
Z
旬
、
F
H
V同
町
、
回
目
立
・

(
7
)
H
E
.
R
匹
、
司
・
ロ
由
・

ハ8
)
L「
含.
n
?匂
・
H∞
N
・

(
9〉
」a
h
h円

〈
叩)
h
h
v
"
.
R

・
M
M・
H
∞
∞
・

(
口)
L
S
R
-苫
・

5
T
】
回
目
・

(
ロ)
h
b
R
・
M
M
P
H
g
i
H

由
也
・

(
日
〉
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
.
ハγ
ネ
F
l
F

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
マ

ル
F

ス
主
義
の
変
質
は
、
レl
ニ
γ
死
後
、
λ
タ
!
日

γ
体
制
確
立
に
よ
っ

て
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
一
O
月
革
命
勝
利
直
後
か
ら
進
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
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四

ト
ロ
ッ
キ
ー
の
ソ
連
論

こ
の
よ
う
な
変
革
の
思
想
と
し
て
の
マ
ル
F

ス
主
義
の
破
産
を
、
も
っ

と
も
悲
劇
的
な
形
で
体
現
し
た
の
が
、
レ
オ
ン
・
ト
ロ
ッ
キ
ー
で
あ
っ
た
。

ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
派
と
の
闘
争
に
敗
北
し
、

ソ
連
国
外
に
追
放
さ
れ
て
後
も
、
各
国
を
流
浪
し
つ
つ
、
世
界
革
命
の
笑

現
に
努
力
を
傾
け
た
。
し
か
し
か
れ
の
主
張
は
、
マ
ハ
タ

l

リ

γ

派
の
政
策

に
反
対
し
つ
つ
も
、
ロ
シ
ア
革
命
の
成
果
と
し
て
の
ソ
速
を
擁
護
せ
ざ
る

を
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ

γ

ト
な
性
格
を
も
っ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ト
ロ
ッ
キ
ー
派
の
内
部
か
ら
つ
ね
に
離
反
者
を
生
み
出

す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ン
ピ
グ
ァ
レ
ン
ツ
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い

る
の
は
、
か
れ
の
ソ
連
論
で
あ
る
。

ト
ロ
ッ
キ
ー
の
ソ
連
論
は
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、

ソ
連
追
放
前
の
党
内
闘
争
の
時
期
も
の
の
で
あ
り
、
二
つ
は
、
追
放
後
、

ソ
グ
ェ
ト
・
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
完
了
を
認
め
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
六
年
、
官
僚
主
義
の
生
成
・
展
開
と
「
合
同
反
対
派
」
の
敗
北

を
背
景
と
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
テ
ル
ミ
ド
l

ル
が
完
了
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
権
力
を
失
な
い
、
革
命
の
成
果
は
清
算
さ
れ
た
、
と
い
う
主
張

が
登
場
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
を
先
頭
と
す
る
左
翼
反
対

派
は
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
危
険
性
を
鵬
首
告
し
つ
つ
も
、
権
力
の
プ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
へ
の
移
行
は
革
命
的
転
覆
の
手
段
に
訴
え
ず
に
は
起
り
え
な
い
し
、

こ
れ
は
未
だ
起
っ
て
い
な
い
と
し
た
。
左
翼
反
対
派
の
主
張
は
、
党
内
の

潮
流
を
、
左
派
、
中
間
派
、
右
派
に
分
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
官
僚
で
あ

る
中
間
派
は
、
す
で
に
ク
ラ
l

ク
や
ネ
ッ
プ
マ
γ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と

R 

は
い
え
、
同
時
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
な
か
に
も
根
を
お
ろ
し
て
お
り
、

反
革
命
的
転
覆
の
危
険
に
直
面
す
る
と
き
に
は
、
増
大
す
る
農
村
プ
ル
ジ

ヨ
ワ
ジ

l

に
対
抗
す
る
た
め
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
動
員
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
左
派
は
、
こ
う
し
た
認
識

に
た
ち
、
右
派
を
主
要
打
撃
し
、
中
間
派
を
左
傾
さ
せ
、
党
を
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
的
路
線
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一

九
二
七
|
二
八
年
冬
に
ク
ラl
タ
の
穀
物
出
荷
拒
否
に
よ
っ
て
起
っ
た
事

態
は
、
左
派
の
予
想
と
は
違
っ
て
い
た
。
左
派
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
中
間

派
と
右
派
の
決
裂
は
、
左
派
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た

が
、
事
実
は
、
ク
ラ
l

タ
へ
の
譲
歩
を
主
張
す
る
右
派
を
中
間
派
が
追
い

出
し
、
ク
ラ

l

ク
宥
和
策
を
取
り
止
め
、
工
業
化
、
次
い
で
農
業
集
団
化

の
政
策
が
採
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
左
派
内
部
に
官
僚
に
対
す
る
幻
想

を
生
み
、
官
僚
が
左
派
の
政
策
を
採
用
し
た
と
主
張
す
る
も
の
ま
で
現
わ

れ
た
。
し
か
し
、
官
僚
の
左
派
追
放
は
か
え
っ
て
激
し
く
な
り
、
ト
ロ
ツ

(
l
)
 

キ
l

自
身
は
一
九
二
九
年
に
ソ
速
か
ら
追
放
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
こ
れ
ま
で
の
左
派
の
主
張
を
ト
ロ
ッ
キ
ー
に
再

検
討
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
こ
の
問
題
の
結
着
を
一
応
つ

け
た
の
は
、
一
九
三
五
年
二
月
一
日
の
日
付
を
も
っ
論
文
「
今
日
の
ソ
グ

ェ
ト
連
邦
」
で
あ
っ
た
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
テ
ル
ミ
ド

l

ル
は
プ

ル
ジ
ョ
ワ
反
革
ム
叩
の
第
一
段
階
で
は
な
く
、
「
テ
ル
ミ
ド
l

ル
九
日
の
転

覆
は
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
基
本
的
成
果
を
清
算
し
は
し
な
か
っ
た
。
権

力
を
、
い
っ
そ
う
穏
健
で
保
守
的
な
ジ
ャ
コ
パ
ン
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の

円2
〉

い
っ
そ
う
裕
福
な
分
子
の
手
に
移
し
た
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

類
推
に
よ
っ
て
、
「
左
翼
反
対
派
の
粉
砕
は
、
も
っ
と
も
直
接
の
意
味
に
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お
い
て
、
権
力
が
革
命
的
前
術
の
手
か
ら
、
官
僚
の
い
っ
そ
う
保
守
的
な

分
子
と
労
働
者
階
級
の
上
氏
の
手
へ
移
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

(
3
)
 

ソ
グ
ェ
ト
・
テ
ル
ミ
ド
l
ル
の
は
じ
ま
り
は
、
一
九
二
四
年
で
あ
っ
た
。

現
在
の
ソ
速
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
統
領
時
代
よ
り
も
帝
政
時
代
に
近
い
型

の
『
ソ
グ
ェ
ト
』
的
(
も
し
く
は
反
ソ
グ
ェ
ト
的
)
パ
ボ
ナ
ル
テ
イ
ズ
ム

(4
>

の
体
制
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
な
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
自
己
批
判
は
、
あ
ら
た
め
て
、
「
ソ
述
と

(
5
)
 

は
な
ん
で
あ
り
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
翌

一
九
三
六
年
の
著
書
『
裏
切
ら
れ
た
革
命
』
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
こ
の
書

で
、
一
O
年
余
に
わ
た
る
反
対
派
の
主
張
を
要
約
し
、
ソ
連
の
現
状
を
分

析
し
、
そ
の
革
命
的
再
生
の
途
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
ソ
述
の

性
絡
は
、
未
だ
歴
史
が
決
定
し
て
い
な
い
と
し
て
、
「
ソ
グ
ェ
ト
連
邦
は
、

へ6
)

資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の
中
間
に
あ
る
矛
盾
し
た
社
会
で
あ
る
」
と
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
の
展
開
と
し

て
の
ソ
速
を
、
世
界
革
命
の
総
過
程
、
あ
る
い
は
世
界
史
の
総
過
程
の
パ

ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
グ
に
お
い
て
把
撞
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
か
れ
は
、
ソ
速
に
お
い
て
官
僚
主
義
が
い
か
に
は
び
こ
り
、
堕
落
が

い
か
に
進
行
し
て
い
る
と
し
て
も
、
ソ
連
の
反
資
本
主
義
的
意
味
を
け
っ

し
て
見
失
な
う
ま
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
の
主

張
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
社
会
的
諸
関
係
に
還
元
す
る
「
社
会
学
主
義
」

の
表
現
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
の
事
実
の
も
と
で
、
社

会
的
諸
関
係
に
対
す
る
価
値
判
断
・
価
値
意
識
の
異
な
る
も
の
に
は
、
十

分
な
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
主
張
の
根
本
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に
は
、
プ
ロ
ν

タ
リ
ア
l
ト
の
革
命
性
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
が
あ
り
、

歴
史
の
客
観
的
過
程
の
認
識
と
そ
の
目
的
意
識
的
突
践
と
い
う
か
れ
の
基
ー

本
的
立
場
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
自
ら
の
主
観
的
利
害
と
客
観
的
利

害
を
峻
別
し
、
し
か
る
後
に
統
一
す
る
能
力
を
も
っ
、
と
す
る
も
の
で
あ

(
8
V
 

っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
0
年
代
の
λ
タ

l

リ
ン
派
に
よ
る
、
モ
ス
ク
ワ

裁
判
、
人
民
戦
線
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結
と
い
っ
た
諸
政
策
は
、
ソ

連
に
刻
す
る
心
情
的
・
感
情
的
反
挽
を
ま
ず
喚
起
さ
せ
、
次
い
で
理
論

的
・
思
想
的
批
判
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
い
う
第
二

次
世
界
大
戦
前
の
暗
い
雰
閤
気
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
性
に
対

す
る
不
信
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
ブ
ル
l
ノ
・
リ
ッ
チ
が
、
ソ
連
も
含
め
て
、
世
界
は
官
僚
的
集
産

主
義
に
と
っ
て
代
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
ソ
速
は
労
働
者
国
家
で
は
な

(
9
)
 

い
と
主
張
し
た
ロ
こ
の
リ
ッ
チ
の
主
張
は
、
た
ん
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命

の
現
実
性
に
対
す
る
疑
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
資
本
主
義
の
後
に
は
社
会
主

義
が
到
来
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
λ

主
義
の
歴
史
把
仮
に
対
す
る
挑
戦
で
あ

っ
た
。
こ
の
主
張
は
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
率
い
る
第
四
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル

内
部
に
も
流
入
し
、
ジ
ェ
l
ム
ズ
・
パ
l
ナ
ム
や
マ
ッ
グ
ス
・
シ
ャ
ハ
ト

マ
ン
ら
が
、
ソ
連
は
労
働
者
国
家
で
は
な
い
と
主
張
し
は
じ
め
た
。
ト
ロ

ッ
キ
ー
は
こ
の
主
張
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
い

う
。
「
ス
タ
ー
リ
ン
国
家
は
、
一
時
的
な
構
成
体
、
つ
ま
り
孤
立
し
た
後

進
国
に
お
け
る
労
働
者
国
家
の
変
型
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
『
官
僚
的

集
産
主
義
』
が
、
世
界
的
に
資
本
主
義
に
と
っ
て
代
り
つ
つ
あ
る
新
た
な

社
会
構
成
体
で
あ
る
(
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ニ
ナlデ
ィ

ー
ル
な
ど
〉
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
:
:
:
第
二
の
命
題
を
選
ぶ
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も
の
は
、
公
然
と
で
あ
ろ
う
と
暗
黙
の
う
ち
で
あ
ろ
う
と
、
世
界
プ
ロ
レ

タ
リ
ア

i

ト
の
革
命
的
能
力
は
使
い
尽
さ
れ
、
社
会
主
義
運
動
は
破
産
し
、

古
い
資
本
主
義
は
、
新
た
な
搾
取
階
級
を
と
も
な
う
『
官
僚
的
集
産
主
義
』

(
凶
)

に
転
化
し
つ
つ
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

ト
ロ
ッ
キ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
リ
ッ
チ
ら
の
主
張
の
音
捺
す
る
も
の
を

明
瞭
に
認
識
し
て
い
た
。
し
か
も
か
れ
は
、
こ
う
い
う
主
張
に
は
ま
っ
た

く
繰
拠
が
な
い
と
し
た
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
締

結
後
も
ソ
連
の
社
会
的
評
価
を
変
え
る
必
要
が
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
こ

う
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
「
も
し
今
度
の
戦
争
が
、
革
命
を
で
は
な

く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
敗
北
を
生
み
だ
す
な
ら
ば
、
残
る
道
は
ひ
と

つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
独
占
資
本
主
義
の
さ
ら
な
る
腐
敗
、
国
家
と
の

さ
ら
な
る
癒
着
の
進
行
、
そ
し
て
民
主
主
義
が
ま
だ
存
続
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
、
そ
の
全
体
主
義
的
体
制
に
よ
る
交
替
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
社
会
の
指
導
権
を
手
中
に
橿
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

こ
う
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ス
ト
・
フ
ァ
シ
久
ト
官
僚

か
ら
新
た
な
持
取
階
級
が
成
長
す
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
こ
れ
と
同
じ
よ
う

な
結
果
が
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
、
権
力
を
獲

得
し
は
し
た
が
、
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
ソ
連
の
場
合
と

同
じ
よ
う
に
、
特
権
的
官
僚
に
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
と
い
う
出
来
事
の
な
か

で
起
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
わ
れ
わ
れ
は
、
官
僚
主
義
的
逆

行
の
原
因
は
、
国
の
後
進
性
に
で
も
な
く
、
帝
国
主
義
の
包
囲
に
で
も
な

く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
先
天
的
に
支
配
階
級
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
、
否
応
な
く
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
と
き
に
は
、
現
在
の
ソ
速
は
、
そ
の
基
本
的
性
絡
に
お
い
て
、
国
際
的

官
ド

[
l

規
模
に
お
け
る
新
た
な
搾
取
体
制
の
先
駆
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ふ
り
返
っ

(
U
)
 

て
証
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
。

こ
の
よ
う
に
ト
ロ
ッ
キ
ー
に
い
わ
し
め
た
も
の
、
そ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
分
裂
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
か
れ
は
、
こ
う
し
た

予
測
を
客
観
的
に
、
自
ら
に
無
関
係
な
こ
と
と
し
て
行
な
っ
た
の
で
は
な

い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
敗
北
す
る
な
ら
ば
、
と
い
う
条
件
が
、
こ
の

文
掌
全
体
を
支
配
し
て
い
る
ロ
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、
こ
う
い
う
こ
と
は
起
り

え
な
い
、
い
や
起
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
四
イ

γ

タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
創
設
は
、
か
れ
に
と
っ
て
は
、
第
三
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ

ナ
ル
に
と
っ
て
代
る
世
界
革
命
の
指
導
部
の
樹
立
を
意
味
し
て
い
た
。
だ

が
し
か
し
、
た
と
え
条
件
付
き
で
あ
る
と
は
い
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命

の
恨
拠
そ
れ
自
体
に
対
す
る
疑
念
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
破
産
を
、
少
な
く
と
も

(
ロ
)

そ
の
敗
北
を
意
味
し
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
か
れ
は
、
そ
う
予
測
し

つ
つ
も
、
社
会
主
義
革
命
へ
の
期
待
を
放
楽
せ
し
め
る
要
因
は
な
に
も
な

く
、
こ
れ
ま
で
の
原
則
的
立
場
を
な
ん
ら
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、

飽
く
ま
で
世
界
革
命
の
実
現
を
希
み
、
努
力
を
傾
け
た
。
キ
笠
ナ
ば
で
倒
れ

た
ト
ロ
ッ
キ
ー
な
き
戦
後
世
界
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
失
敗
、
東
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
官
僚
主
義
的
成
功
、
中
国
、
キ
ュ
ー
バ
の
模
索
、
と
統

き
、
か
れ
の
予
測
は
半
ば
あ
た
り
、
半
ば
は
ず
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

〈l
u

以
上
の
党
内
闘
争
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
湯
浅
越
男
『
ス
タ

i
p

ユ
ズ
ム
生
成
の
櫛
造
』
〈
一
一
一
一
書
房
、
一
九
七
一
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈2
〉
邦
訳
『
ト
ロ
ッ
キ
ー
選
集
』
第
九
巻
(
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
一
ニ

V
一O

四
ペ
ー
ジ
@
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変革の思想と体制の思想

(
3
)
同
前
書
、
一
①
五
ペ
ー
ジ
。

(
4〉
同
前
密
、
一
二
ハ
ベ
ー
タ
。

(
5〉
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
著
書
量
切
ら
れ
た
革
命
』
の
副
理

〈6
)

邦
訳
『
ト
ロ
ッ
キ
ー
選
集
』
補
巻
第
二
巻
(
現
代
思
潮
社
1

二
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
7〉
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
方
法
を
「
社
会
学
主
義
」
と
規
定
す
る
の
は
、
ニ
コ
ラ

λ
・
F
-
フ
ッ
ソ
に
従
っ
て
い
る
。
口.
2
W
O
【
自
の

B
a
b
.
z寸
s
z
r
u、.
ω

富
田
良
町
B
J
Z
U
2
5
0
-
自
の
『

m
g
o
o
p
-
U
1
3
な
と
H
M
1
E
G
高

h
H
H

b
S
白
な
勾
ぬ
お
お
荏
ミ-
m
F
F
O
C
2
・
5
斗
M
-
同
省
-
N
H
I
N
N

(
8
)
こ
の
よ
う
な
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
抱
握
に
つ
い
て
は
、
築

者
の
別
稿
「
若
き
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
プ
ロ
レ
夕
日
アl
ト
把
担
」
、
〈
名
古
屋
大

学
〉
『
経
済
科
学
』
第
一
一
一
一
一
巻
第
一
号
ハ
一
九
七
五
年
二
月
〉
所
収
、
を

多
照
さ
れ
た
い
。

(
9〉
回
日
ロ
o
g
N
N
r
h
Q匂
奇
E
E

、
ミ
私
的
ぬ
h
e誌
を
苦
言
忌
・
ω
・
「
〔M
U
R
E

日
由ω
由
・
本
稿
で
使
用
し
た
の
は
、
回
ロ
白
白
河
町NN
fト
・
円
、
・
勾
・
匂
・
ω
・
日

。
。
』
目
白
町
忠
良
的
苦

h
w
b
s‘内B
s
n
E
H
S
R
F
H
M

国
司
2
・
5
吋
白
・

(
叩
)
前
掲
『
ト
ロ
ッ
キ
ー
選
集
』
第
九
巻
、
一
四
二

i

一
四
三
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
同
前
替
、
一
五
二
ー
一
五
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
〉
な
お
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
引
用
し
た
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
主
強

を
収
録
し
た
本
の
題
名
が
『
マ
ル
P
ス
主
畿
の
擁
護
』
(
片
足
H
U
a
q
s
a

向
。
、

』
念
誌
な
苦
〉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
自
身
が
付
け
た
も
の
で

な
い
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
皮
肉
で
あ
る
。

一
九
六
八
〉

五

新
た
な
課
題
|
|
む
す
び
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し
か
し
な
が
ら
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
が
直
面
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
破
産
は
、

ホ
ル
テ
ル
や
パ
ン
ネ
グ

l

ク
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
。
ホ
ル

テ
ル
や
パ
γ
ネ
ク
l

タ
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
経
験
を
西
ヨ
l
p

3
1
l

白

l
l
i
t
i
-
-
1
1
1
1
1
1

;

l

l

i

t

i

-

-

-

ッ
パ
の
モ
デ
ル
と
し
た
り
、
ロ
シ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
そ
の
ま
ま
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
移
入
す
る
の
で
は
な
く
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ル
ク
ス
主
義

を
中
央
派
や
右
派
と
対
決
し
つ
つ
再
生
す
る
こ
と
を
自
己
の
課
題
と
し
た
。

も
と
よ
り
、
こ
う
い
う
こ
と
を
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

マ
ル
ク
λ
主
義
の
分
裂
の
現
わ
れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
皮
肉
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
成
功
し
う
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
に
と
っ

て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
破
産
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
ロ

ッ
キ
ー
の
場
合
は
、
事
情
が
少
し
こ
み
い
っ
て
く
る
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
、

そ
し
て
レ
l
-
一
ン
も
、
ロ
シ
ア
一
国
だ
け
で
社
会
主
義
が
建
設
で
き
る
と

思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
実
現
と
、
そ
こ
に
お

け
る
社
会
主
義
建
設
の
援
助
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
ロ
シ
ア
に
社
会
主
義

が
可
能
と
な
る
。
第
一
一
一
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
創
設
は
、
そ
う
し
た
も
の

を
意
図
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
を
止
揚
す
る

も
の
と
し
て
、
統
一
戦
線
戦
術
を
採
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ル
テ
ル

や
パ
γ
ネ
F
l

ク
の
批
判
す
る
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
革
命
は
敗
北
し
た
。
ホ
ル
テ
ル
や
パ
ソ
ネ
タ
l
ク
の
思
想
も
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
分
裂
の
現
実
を
打
破
る
こ
と
が
で
き
ず
、
悪
し
き
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
堕
す
る
危
険
性
を
内
包
し
た
ま
ま
、
実
践
的
に
は
敗

-
t北
し
た
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
官
僚
主
義
拾
頭
の
原
因
は
、
西
ヨ

l
p
y

パ
革
命
の
遅
滞
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
孤
立
と
帝
国
主
義
の
包
囲
で
あ

っ
て
、
パ
ン
ネ
F
l
p

の
よ
う
に
た
ん
に
戸
シ
ア
の
後
退
性
の
ゆ
え
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
も
う
一
度
、
高
度
資
本
主
義
諸
国
で

の
変
革
を
導
く
思
想
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
久
主
義
は
、
体
制
の
思
想
と
し
て
は
、
ス
タ
ー



136 

リ
ン
主
義
と
し
て
勝
利
し
た
が
、
変
革
の
思
想
と
し
て
は
、
若
き
マ
ル
ク

久
が
『
共
産
党
宣
言
』
に
記
し
た
、
共
産
主
義
を
実
現
す
る
思
想
と
し
て

は
敗
北
し
、
破
産
し
た
の
で
あ
り
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
古
典
的
マ
ル
ク
ス
主

義
者
と
し
て
こ
の
破
産
を
体
現
し
、
ホ
ル
テ
ル
や
パ
ソ
ネ
グ
|
ク
は
、
こ

の
破
産
を
側
面
か
ら
照
ら
し
だ
し
た
、
こ
う
総
括
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
、

な
い
し
は
古
典
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
破
産
で
あ
っ
て
、
本
来
の
マ
ル
ク
ス

主
義
の
破
産
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

考
え
た
い
発
想
と
心
情
は
あ
る
程
度
理
解
し
う
る
と
し
て
も
、
「
本
来
の
」

と
か
「
真
の
」
と
い
う
形
で
、
個
人
の
名
前
を
冠
し
た
思
想
体
系
を
把
え

る
こ
と
が
、
す
で
に
無
理
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ひ

と
ま
ず
政
治
思
想
体
系
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
区
別
し
た
と
こ
ろ
で
、

マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
、
さ
ら
に
は
レl
ニ
ン
や
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
思
想
を
、

も
う
少
し
広
く
、
社
会
主
義
|
共
産
主
義
の
思
想
の
流
れ
の
な
か
で
抱
え

る
必
要
が
で
て
く
る
。
こ
こ
に
、
新
た
な
課
題
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

P
1
」
艮R
日

E
M
I
格
t
民

y
t
t
b
r
u
ι
k
b
h
f
v
F
F
ル



ワ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
社
会
主
義
像
試
論

-
第
一
次
大
戦
直
後
最
高
に
お
け
る
『
大
英
社
会
主
義
国
の
艶
』
を
中
心
に

l

問
題
の
所
在
と
時
期
限
定
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ウ
ェ
て
フ
夫
妻
ハ
ω
-
E
a
d司
叩F

呂
田
l
g

令
一
回
g
E
8
4

『
目5
・

呂
田

l
S

お
〉
と
い
え
ば
、
フ
ェ
ピ
ア
ン
協
会
の
指
導
者
、
労
働
党
へ
の

貢
献
者
、
労
働
組
合
・
地
方
自
治
体
・
消
費
協
同
組
合
な
ど
の
社
会
話
制

度
の
研
究
家
等
身
、
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
大
き
な
知
的
影
響
力
を

(2
>

与
え
た
「
た
ぐ
い
ま
れ
な
カ
ッ
プ
ル
」
と
し
て
き
わ
め
て
有
名
で
あ
る
。

だ
が
、
夫
妻
の
思
想
を
対
象
と
す
る
研
究
は
意
外
に
少
な
く
、
か
つ
数
少

い
研
究
者
の
聞
に
お
い
て
も
驚
く
ほ
ど
に
評
価
の
ち
が
い
が
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
夫
妻
は
通
常
福
祉
国
家
の
礎
石
を
築
い
た
フ
ェ
ピ
ア
ニ
・
ス
ム

(
3
)
 

の
伝
統
の
建
設
者
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
が
、
他
方
で
世
紀
転
換
期
頃
の
夫

[4V

棄
を
「
社
会
帝
国
主
義
者
」
と
規
定
す
る
見
解
が
あ
り
、
さ
ら
に
晩
年
の

ソ
グ
ェ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
の
傾
倒
を
め
ぐ
っ
て
「
官
僚
主
義
的
全
体

(
5
)
 

主
義
」
の
礼
賛
者
と
み
な
す
批
判
的
見
解
も
存
す
る
。

岡

真

人

本
稿
は
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
の
思
想
に
対
し
て
、
最
終
的
評
価
を
与
え
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
社
会
主
義
像
の
確
立
期
と
み

な
し
う
る
第
一
次
大
戦
直
後
か
ら
二

0
年
代
前
半
の
時
期
に
お
け
る
彼
ら

の
思
郊
の
全
体
系
を
明
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
小
論
の
直
接
の
意
図
で

あ
る
。
右
の
時
期
を
「
確
立
期
」
と
み
な
す
恨
拠
は
、
夫
妻
の
生
涯
に
わ

た
る
社
会
主
義
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
の
別
表
に
提
示
し
た
ご
と
き
試
論

的
時
期
区
分
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

著
作
面
か
ら
み
た
ウ
-
Fて
フ
夫
妻
の
社
会
主
義
思
怨
の
展
開
過
程

筋
芽
期
(
一
八
八
0
年
代
中
葉
l

一
八
九
二
年
〔
結
婚
〕
〉

ピ
ア
ト
リ
ス

|
|
C

・
プ
l
λ

の
下
で
の
ロ
ン
ド
ン
社
会
調
査
。
消

費
協
同
組
合
の
研
究
。
(
主
著
)
吋
一
M
m
n
D
'
D
百
m
g
t
g

冨
D
S
B
g

円

一
ロ
の
『
叩
白
押
切E
S
E
-
H∞
白
戸
・

シ
ド
ニ
ー
ー
ー
フ
ェ
ピ
ア
ニ
ズ
ム
の
理
論
化
。
分
配
理
論
(
レ
ン
ト
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理
論
)
の
研
究
。
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
都
市
社
会
主
義
。
(
主
箸
)

ω
o
n
z
-
2
5
E
開
口
問E
ロ
円
Y
H
白
U
0・

E

発
展
期
ハ
一
八
九
二
年
|
一
九
一
一
年
頃
〉
ハ
夫
妻
の
共
同
研
究
の

開
始
〉

労
働
組
合
研
究
|
|
斗
宮
呂
田
仲
ロ
ミ
口
問
吋
包
含

C
E
S
Z
F
H
∞
忠
-
u

Hロ
品g
E

回
目
ロ
冊
目R
E
Q
-
H∞
ミ
・
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

の
提
唱

地
方
自
治
体
研
究
ー
ら
Z
E

喜
三
官
。

o
g
q
、
H
U
g


四
件n
・

欽
貧
法
廃
止
運
動
|
|
、
ヨ
冊
目
M
5
4
8
E
ロ

a
u
g
広
E
R
S
-
H
U
H
H
・

皿
反
省
期
(
一
九
一
二
年
頃
l

一
九
一
七
年
頃
)

産
業
の
公
有
化
と
統
制
政
策
の
研
究
|
|
吋
宮
2
2
ω
E
g
g

ロ

に
論
文
発
表
。
(
単
行
本
と
し
て
の
共
著
な
し
〉

w

確
立
期
〈
一
九
一
八
年
頃l

一
九
二
三
年
頃
)
研
究
の
総
括
期
日
資

本
主
義
批
判
と
社
会
主
義
の
構
想
を
は
じ
め
て
体
系
化
。
(
一
九
二
四

|
士
二
年
は
シ
ド
ニ
ー
の
議
員
活
動
の
た
め
共
同
研
究
中
断
)

〉
の
0
5

広
E
巴
ロ
ロ
同
口
『
円
何
回
目
ω
D
n
-丘町
刊
の
0
5
5
0

ロ
4
3

巳
仔
口
同
の
ヤ

。
白
骨
回E
S
E
-
]戸
由N
0
.

P
O
U
R

唱
え
の
世
立
S
ロ
a
Q
4
同
町
民
円D
P
S
N
ω・

<6
>

晩
年
期
(
一
九
三
二
年
|
死
去
シ
ド

-
7
1

一
九
四
七
J

f

ピ
ア
ト
リ
ス
一
九
四
一
一
一
」

ソ
連
邦
研
究
旅
行
と
ソ
ヴ
ェ
ト
・
コ
ミ
了
一
ズ
ム
へ
の
傾
倒
。

同
研
究
の
復
活
)

ω
0
4円
四
件
。c
g

自
己
口
町
田
-
〉Z
目
d
喝
の
芝
山
口
臼
由
民
B
P
H
u
g
-

V 

共

別
表
に
つ
い
て
詳
論
す
る
と
い
ま
が
な
い
の
で
、
第
I

期
、
第
E

期
、

第
V
期
に
つ
い
て
は
札
胤
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
説
明
を
①
第

N
期
が

「
確
立
期
」
と
み
な
し
う
る
理
由
、
②
「
確
立
期
」
に
至
る
「
反
省
期
」

の
も
つ
意
味
、
の
二
点
に
限
定
し
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
第
一
次
大
戦
直
後
の
数
年
間
の
時
期
を
夫
妻
の
社
会
主
義

像
の
確
立
期
と
み
な
す
の
は
、
こ
の
時
期
に
出
版
さ
れ
た
著
作
に
お
い
て
、

夫
妻
の
半
生
に
及
ぶ
研
究
が
集
大
成
さ
れ
、
彼
ら
の
社
会
主
義
思
想
の
総

括
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
期
ま
で
の
夫
妻
の
半
生
に
わ
た
る
研
究
活
動
は
大
き
く
三
つ
の

テ
1

マ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
仲
労
働
組
合
運
動
の

研
究
、
ω
消
費
協
同
組
合
の
研
究
、
付
地
方
自
治
体
の
研
究
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
テ
l

マ
を
一
貫
し
て
流
れ
る
問
題
意
識
は
、
民
主
制
の
解
明
に
あ

る
。
即
ち
川W
は
生
産
者
民
主
制
の
研
究
、
ω
は
任
意
加
入
の
消
費
者
民
主

制
の
研
究
、
ω
は
市
民
の
政
治
的
民
主
制
か
つ
強
制
加
入
の
消
費
者
民
主

制
の
研
究
、
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
的
の
主
要
箸
作
は
い

う
ま
で
も
な
く
『
労
働
組
合
運
動
史
』
ハM
a
E
均
三
ロ
ミ
ミ
吋
J、R
G
q
詰


S
詰
叫h
R

初
版
一
八
九
四
年
、
増
補
改
訂
版
一
九
二
O
年
)
、
『
産
業
民
主

制
』
ハE
E
h
ま
ミ

b
由
吉
b
q
R
H
-
初
版
一
八
九
七
年
、
緒
論
追
加
一
九

二
O
年
)
で
あ
り
、
ω
の
そ
れ
は
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
協
同
組
合
運

動
』
〈
吋
ど
む
-
q官
、
白
岳
話
ミb
S
苦

S
H
S
G

ミ
ミ
旬
、
た
白
な
一
八
九

一
年
、
増
補
版
一
九
三O
年
。
ピ
ア
ト
リ
九
の
結
婚
前
の
著
作
)
、
『
消
費

協
同
組
合
運
動
』
(
M
1
E
P
S
R言
、
旬
、
円
リ
ロ
・
尋
問
ミ
志
向
ミ

S
S

暗
雲

F

一
九
一
一
一
年
〉
で
あ
る
。
ま
た
付
は
後
に
十
巻
本
の
シ
り

l

ズ
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
特
に
重
要
な
著
作
を
選
ぶ
な
ら
ば
『
特
殊
目

、



ウ z ，.プ夫妻の社会主義像試論

的
の
た
め
の
法
的
機
関
』
(
匂
見
ミ
ロ
ミ
h
ミ
言
可
凡
な
8

」
守
、
句
、
同
町

E

N
U
R
e
-
認
♂
一
九
二
二
年
)
で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
の
後
半
二
章
が
そ

れ
以
前
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
テ
l

マ
に
つ
い
て
の
諸
著
作
の
総
括
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
第
一
次
大
戦
直
後
の
五

年
ほ
ど
の
聞
に
ω
ω
付
各
テ
l

マ
の
主
要
著
作
が
新
著
と
し
て
、
あ
る
い

は
改
訂
版
と
し
て
次
々
と
出
版
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
一
九
二
O
年
に
は
、
夫
妻
自
身
が
彼
ら
の
半
生
に
わ
た
る
研

<8)

究
の
サ
マ
リ
ー
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
』

(
ゐ
む
き
とH
E
S
=
・
否
、
忌
司
匂
ロ
ミ
喜
朗
h
n
s
司
選

g
s
s
g

司
、
の
、SH

句
、
凡
な
な
〉
が
出
版
さ
れ
た
。
本
書
は
上
記
の
三
つ
の
民
主
制
の
相
互
関

係
を
、
政
治
的
国
家
を
も
視
野
に
入
れ
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
建

設
さ
る
べ
き
社
会
主
義
国
の
基
本
構
成
を
夫
妻
の
生
涯
に
お
い
て
は
じ
め

て
展
開
し
た
著
作
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
夫
妻
の

社
会
主
義
思
想
は
確
立
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
同

時
に
こ
の
時
期
に
は
、
彼
ら
の
資
本
主
義
に
対
す
る
批
判
も
集
大
成
さ
れ

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
一
九
二
三
年
に
、
夫
妥
に
よ
る
は
じ
め
て
の
体
系
的
な
資
本

主
義
批
判
の
書
で
あ
る
『
資
本
主
義
文
明
の
衰
退
』

(
s
h
b
Rミ
ミ

P
玄
E
k
h
H
の
な
た
な
ミ
芯
ろ
が
出
版
さ
れ
た
。
夫
妻
は
六O
才
を
す
ぎ
で

は
じ
め
て
資
本
主
義
批
判
の
書
を
公
に
し
た
理
由
を
「
い
や
し
く
も
肯
定

を
伴
わ
な
い
否
定
と
か
、
建
設
の
用
意
な
き
破
綾
な
ど
へ
は
毛
頭
も
気
持

(
9
)
 

を
動
か
さ
な
か
っ
た
」
か
ら
と
述
べ
て
い
る
。
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構

成
』
を
得
て
、
は
じ
め
て
彼
ら
は
資
本
主
義
の
全
面
的
弾
劾
を
行
っ
た
の

で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
大
戦
後
の
こ
の
時
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
ら
が
社
会
主

義
社
会
の
構
想
を
描
き
、
資
本
主
義
批
判
の
蓄
を
公
刊
し
え
た
理
由
は
、

上
記
の
夫
妻
の
説
明
の
み
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
理
解
し
え
な
い
。

そ
の
背
景
に
は
、
一
九
O
五
|
一
九
一
一
年
に
か
け
て
夫
妻
が
全
力
を
傾

け
た
救
貧
法
廃
止
運
動
の
挫
折
、
大
戦
直
前
の
産
業
の
大
不
安
期
に
お
け

る
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
か
ら
の
夫
妻
に
対
す
る
激
し
い
攻
撃
、
お
よ
び
第

一
次
世
界
大
戦
の
影
響
、
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

救
貧
法
廃
止
運
動
の
挫
折
は
、
夫
妻
に
と
っ
て
人
生
の
一
つ
の
転
機
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
救
貧
法
委
員
会
の
内
外
に
お
け
る
夫
妻
の
精
力
的
活

動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
「
防
貧
」
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の

主
張
は
少
数
派
に
と
ど
ま
り
、
彼
ら
が
社
会
改
革
の
担
い
手
と
し
て
期
待

(
凶
)

し
て
い
た
自
由
党
へ
の
「
浸
透
」
戦
術
は
失
敗
に
帰
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

夫
妻
が
一
八
九
0
年
代
以
降
保
持
し
て
き
た
ハ
イ
・
レ
ベ
ル
の
政
策
形
成

過
程
へ
の
影
響
丸
の
失
墜
を
意
味
し
た
。
ま
た
こ
れ
と
期
を
一
に
す
る
か

の
よ
う
に
、
フ
ェ
ピ
ア
ン
協
会
の
内
外
か
ら
、
夫
妻
を
官
僚
主
義
者
・
反

民
主
主
義
者
・
国
家
資
本
主
義
者
と
し
て
批
判
す
る
声
が
渉
涛
と
し
て
起

っ
た
。
大
戦
直
前
の
大
労
働
攻
勢
を
背
景
と
す
る
G
・

D
-
H

・
コ

l
v

ら
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
に
よ
る
夫
妻
の
集
産
主
義
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
、
夫
妻
は
深
い
孤
立
感
を
味
わ
い
、
彼
ら
自

身
の
思
想
と
行
動
を
聞
い
な
お
す
こ
と
を
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
一
九
一
一
年
に
フ
ェ
ピ
ア
ン
調
査
局
の
設
置
を
提
起
し
て
、
「
産
業
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
研
究
(
産
業
の
社
会
化
と
そ
れ
に
伴
う
経
営
組
織
の

研
究
〉
を
新
た
に
開
始
す
る
と
と
も
に
、
翌
年
に
は
週
刊
誌
『
ニ
ュ
l

・

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
』
を
創
刊
し
て
彼
ら
の
研
究
成
果
を
次
々
に
世
に
問
う
た
。
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さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
は
、
夫
妻
に
、
従
来
凶
心
の
静
か
っ

た
国
際
問
題
へ
の
視
野
を
開
く
こ
と
を
せ
ま
り
、
資
本
主
義
が
戦
争
の
原

(M
>

因
と
な
る
こ
と
を
は
じ
め
て
認
識
さ
せ
た
。
ま
た
戦
時
下
に
お
け
る
各
種

の
委
員
会
活
動
(
戦
時
緊
急
労
働
者
全
国
委
員
会
、
行
政
機
構
改
革
の
た

め
の
ホ
l

ル
デ
ソ
委
員
会
等
〉
を
通
じ
て
、
夫
妻
は
政
治
・
行
政
機
構
の

諸
問
題
に
つ
い
て
も
認
識
を
深
め
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
と
体
験
を
通
じ
て

夫
妻
の
社
会
主
義
思
想
は
徐
々
に
成
熟
し
、
戦
後
、
『
大
英
社
会
主
義
国

の
構
成
』
に
お
い
て
結
実
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
大
戦
直
前
の
時
期
以
降
に
お
け
る
夫
一
訟
の
政
治
行
動
に
も

如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
世
紀
転
換
期
を
頂
点
と
す
る
自
由
党
ハ
と
く

(
日
)

に
ロ
l

ズ
ベ
リ
を
首
領
と
す
る
帝
国
主
義
派
〉
へ
の
浸
透
戦
術
は
影
を
ひ

ハM叫
〉

そ
め
、
労
働
党
へ
の
積
極
的
接
近
、
が
意
図
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
労
働
党
を

新
し
い
変
革
の
担
い
手
た
ら
し
め
ん
と
す
る
夫
妻
の
努
力
は
、
一
九
一
八

年
に
同
党
の
政
策
綱
領
「
労
働
と
新
社
会
秩
序
」
や
$
0
5
2
ι

門z
z
g

〈

ω
宮
町
田
円O
E
R
U
シ
ド
ニ
ー
が
草
稿
執
筆
)
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
ま
た

シ
ド
ニ
ー
は
一
九
二
二
年
に
、
労
働
党
よ
り
下
院
に
初
当
選
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
て
フ
夫
妻
に
お
け
る
社
会
主
義
論
を
検
討
し
よ

う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
第
一
次
大
戦
直
後
の
時
期
が
決
定
的
に
重
要
で

あ
り
、
彼
ら
の
社
会
主
義
像
の
確
立
期
と
み
な
し
う
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
晩
年
に
お
け
る
夫
妻
の
ソ
グ
ェ
ト
共
産
主
義
へ
の
傾
倒
を

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
に
研
究
課
題
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て

夫
妻
の
社
会
主
義
論
の
全
体
像
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
時
期
の
夫
妻
の
社
会
主
義
論
の
基
本

性
格
を
押
え
な
い
限
り
、
晩
年
に
お
け
る
夫
委
の
恩
惣
も
位
置
づ
け
る
こ

(
凶
)

と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
論
を
待
た
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
理
由
に
も
と
づ
き
、
こ
の
時
期
の
夫
妻
の
思
想
を

①
資
本
主
義
批
判
、
②
社
会
主
義
社
会
の
構
想
、
①
社
会
主
義
へ
の
移
行
、

の
順
に
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

(
l〉
ω
・
保
田
・
4
『
O
F
F
-
h
n。ま
た
Hミ
凡S
\
。
、
同
志
的R
E
な
H
q
q苦
遺
言
・

巴

S
N
S
。
、
。
ミ
ミ
凶
コ.
P
H
凡F
F
D
m
w
出
向E
P
H
申N
O

タ
イ
ト
ル
に
示
し
た

訳
は
古
く
か
ら
の
償
例
に
よ
っ
た
が
必
ず
し
も
意
に
満
た
な
い
。
強
い
て
訳

せ
ば
「
イ
γ
グ
ラ
ソ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ

l

ル
ズ
に
お
け
る
、
社

会
・
経
済
・
国
家
を
包
含
す
る
社
会
主
義
共
同
体
の
基
本
構
造
」
と
な
ろ
う
。

な
お
夫
裂
は
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
を
除
外
し
て
い
る
。

(
2
〉
宮
-
H
P
H
O
(
a
y
M
1
b
o
咽
て
き
師
g
h

同
叶
宮
町
、
司
君
、F

回
目
耳
目
円
。
「

M
M円g
p
g

三
.
官
・
四
回
・
ピ
ア
ト
リλ
は
鋭
い
感
覚
の
持
ち
主
、
シ
ド
ュ
ー

は
実
務
家
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
り
、
夫
裂
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
お
い
て

各
々
の
資
質
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
本

稿
は
こ
の
間
題
に
は
た
ち
い
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

〈3
)
冨
-
H
-
n
o
-
0

・
M
1
E
h足
。
ミ
。
\
匂S
m
b詩
句
R

町
民N
.
h
喜
・
問
。5
0
呂
田
口
・

戸
市
町
田
ゲ
司
・
同
町
岡
山
・

〈4
)
回
-
r
g
B
o
-
-
H
語
、
ぬ
ミ
ミ
な
珪S
弘
同
R

宮
町
勾
m
q
s詰
・
尚
昆
史
民
旬
、

W
九
叫
宇

町
役
目L「
苦
宮
、
宮
史
的
H
3
5
N
h
h
b
h

』
白U
U
l
N
U
R・
k
-
g
g

品
ロ
ロ
司
山
口
・
H
u
g


唱
・
印ω・
同
日
間
・

(
5〉
関
嘉
彦
『
英
国
社
会
主
義
|
|
イ
ギ
リ
マ
ハ
労
働
党
の
理
論
家
迷
』
弘
文
堂
、

一
九
五
二
年
、
四
五
、
七
一
|
四
ペ
ー
ジ

(
6
)
こ
の
晩
年
期
を
夫
姿
の
思
怨
の
展
開
過
程
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
陸
づ
け

る
か
は
研
究
者
に
よ
っ
て
意
見
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ホ
プ
ズ
ポ
l

ム
は
、
夫
妻
が
そ
の
フ
ェ
ピ
ア
ニ
ズ
ム
を
完
全
に
自
己
批
判
し
マ
ル

F
λ

の

歴
史
観
を
承
認
し
た
と
解
釈
す
る
q
z
-
U・
論
皮
、
タ
イ
ト
ル
は
次
節
注



ウェップ夫妻の社会主議像試論

日
〉O
M
-
-
-
コ
ー
ル
は
逆
に
夫
妻
の
変
節
を
批
判
し
て
い
る
〈O唱
-
a
f

司
・
N
日
ω
〉
。
し
か
し
両
者
の
よ
う
に
思
想
の
断
絶
頂
の
み
を
強
調
す
る
の
で

は
な
く
、
継
続
面
を
も
み
る
必
要
が
あ
る
。

ハ7
)
第
I

期
の
ピ
ア
ト
リ
λ
に
よ
る
消
費
協
同
組
合
運
動
の
研
究
が
、
夫
委
の

生
涯
に
わ
た
る
研
究
の
枠
組
を
決
定
づ
け
た
こ
と
を
さ
し
あ
た
り
指
摘
し
て

お
く
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
消
費
組
合
研
究
の
結
論
と
し
て
、
消
政
組
合
と

労
働
組
合
の
相
互
協
力
と
、
国
家
や
自
治
体
の
民
主
的
改
組
が
将
来
の
新
社

会
秩
序
の
基
本
構
成
と
な
る
と
考
え
た
。
こ
の
筋
芽
的
構
怨
が
第
H

刻
の
労

働
組
合
研
究
を
媒
介
と
し
て
第
四
期
に
体
系
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ8
〉
忍
-
H・
9
目
。
(
o
e
-
-
N
凶
足
立
町
内
モ
s
p
b

凡S
.
a
-
H
U
U
l
H
U
N
F

F
o口
四
国
回
目
ロ
帥
・
一
戸
由
四
一

P
U
・
N
D
ω・
一
『
同
国
・
-
印

F
H
U
N
-
-

(
9
)
的
・
除
∞
・
当o
u
σ
-
S
G
E
n
e
-
\
門
リ
白
豆
急
旬
H
0
・
是
言
h
m
g
-
E
g

国
E
C

ロ

d
s
p
H
U
N
V司
・
ミ
ト
ハ
安
部
磯
雄
訳
『
資
本
主
義
文
明
の
衰

退
』
、
社
会
思
想
全
集
、
三
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
二
八
年
、
二
ご
一
ペ
ー

ジ
)
。
以
下
b
R
ミ
・
安
部
訳
と
略
記
。

(
刊
)
王
立
救
貧
法
委
員
会
ハ
一
九
O
五
|
九
年
)
に
お
い
て
、
ピ
ア
ト
リ
久
は

貧
困
の
社
会
的
要
因
を
強
調
し
、
困
窮
の
原
因
に
そ
ー
し
た
防
貧
対
策
の
必

要
を
力
説
し
た
が
、
そ
の
主
張
は
、
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
た
。
委
員
会
解
散

後
、
夫
委
は
救
貧
法
打
破
の
た
め
の
全
国
委
員
会
を
組
織
し
た
が
、
こ
の
運

動
は
一
九
一
一
年
に
挫
折
し
た
。
こ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。

切
g
E
9
4

『
o
u
y。
号
、
白
ミ
語
、
隔
た
も
・
宮
口
四
日

g
p
H
S

∞
・
ロ
司
・
ω
H由

1hHUH-

(
日
)
世
紀
転
換
期
頃
を
最
盛
期
と
し
て
、
多
数
の
政
界
妥
人
が
夫
委
の
自
宅
を

訪
問
し
、
高
度
の
政
策
問
題
に
つ
い
て
夫
委
と
意
見
を
交
換
し
た
ロ
口
・
切
・

ω
m
g
g
巳
・
。h
v・
円
た
・

ハ
ロ
)
ギ
ル
ド
社
会
主
蚕
の
基
本
文
献
と
し
て
は
、
の
・0
・
出
-
n
o
-
0・
e
q

G
E
E
-誕
苦

s
h
s
h

『
おh
H
N
h
h
h

ミ
・
図
。
】
戸
田
口
門
同

ω
ロ
ロ
P
S
H
吋
-
o
o
-
-
cミ定

旬
。
町
宮
町
叫
匂
珪
河
内

-
S
H
R
-
F
gロ
回
H
己
2
2

ロ
P
H
U
N
D
-印-
の
・
出o
u
g
p
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』
宮
町S
Q
N
G
色

R
F
F
】
目
白
出
品ω
O
B
H
U
H
申
・
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
夫
喪

に
対
す
る
批
判
の
論
点
は
、
①
夫
妾
の
説
く
集
産
主
義
は
、
単
な
る
国
家
権

力
の
増
大
に
す
ぎ
ず
奴
裁
国
家
に
通
ず
る
、
②
夫
委
は
労
働
者
の
賃
銀
奴
隷

化
を
無
視
し
て
い
る
、
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
目
様

は
、
労
働
者
組
織
(
ギ
ル
ド
)
に
よ
る
産
業
自
主
管
理
に
あ
る
。

ハ
日
〉
次
に
論
皮
の
タ
イ
ト
ル
を
記
す
。
い
ず
れ
も
『
ユ
ュ
l

・
ス
テ
イ
ツ
マ

γ
』
の
付
録
で
あ
る
。
凸?
8
0
5
民
話
回
日H
O
E
n門
戸gg

円
四
句5
2
ω
E
a

包
括
-
q
s
-
s
s
・
-
寸Z
E
b
u
m
E
2
0
冨
D
4
2
5

ロ
ペ
(
Z
D
4
L
由
5
・

め
g
g
g
ι

忌
E
E
U
包
何
回
同O
G
U
8
.
(
冨
a

・
5
H
3・

R

開
口
問
医
師
『
吋
0
・

R
F
m
g
g

円
四
叶
『
何
回
H
P
O
同g
閉
山
口
口
即
日
〉
凹

8
9

民
F
o
g
-ハω
叩
句F
H
U
H
3・

(
U〉
次
節
問
を
参
照
。

(
日
)
回
・ω
四
日

B
o
-
-
q
h
y
R
H
-

ハ
日
〉
シ
ド
ュ
l

は
一
九
一
五
年
労
働
党
全
固
執
行
委
員
と
な
り
一
九
二
五
年
ま

で
在
臓
し
た
。

(
口
〉
「
マ
F

ド
ナ
ル
ド
の
哀
切
り
」
に
よ
っ
て
第
二
次
労
働
党
内
閣
が
崩
媛
し

た
年
(
一
九
三
一
年
〉
、
夫
妻
は
公
的
生
活
を
引
退
し
た

G

そ
の
翌
年
ソ
連

へ
研
究
旅
行
に
お
も
む
き
、
一
九
三
五
年
に
『
ソ
グ
ェ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
』
2
2
宮
内
。
苦
苦
S
N
.
s
-
b
b『E
G
G
S
-忠
信
な
S

吋
・F
O口
四
日
g
m

・

5
8

・
)
を
出
版
し
て
い
る
。
ソ
グ
ェ
ト
旅
行
以
後
、
夫
妻
の
心
は
、
ロ
シ

ア
に
の
み
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
口
・
凶
・
U
E
z
-
-
2
0
4
〈
m
u
g
g

且

m
D
2
2
n
D
B自
g
g
u
-
-ロ
宮

-
F
n
o
Z

ハ
包-
Y
M
a宮司

E
M
S

札

同1
E
守
司
ロ
芸
出
回
H
4
2
5
円

p
g
p
H
由
三
・3
・
M
N
H
l
N
U
品
・

〈
凶
〉
『
ソ
グ
ェ
ト
・
ヨ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
』
の
第
一
部
(
M
M
国
司
門
戸
の
ロ
ロ
回
毎
回
』
江
口
口
)

は
、
「
市
民
と
し
て
の
人
」
、
「
生
産
者
と
し
て
の
人
」
、
「
消
費
者
と
し
て
の

人
」
の
各
組
織
構
成
の
点
か
ら
ソ
グ
ェ
ト
社
会
を
分
析
し
て
お
り
、
こ
の
手

法
は
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
夫
妻
は
、
自
己

の
理
論
に
ひ
き
つ
け
て
ツ
グ
畠
ト
社
会
を
分
析
し
、
評
価
し
た
と
い
え
る

c
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資
本
主
義
批
判

本
節
の
課
題
は
、
前
述
の
『
資
本
主
義
文
明
の
衰
退
』
の
検
討
を
つ
う

じ
て
、
夫
妻
の
資
本
主
義
批
判
の
論
点
と
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
夫
妻
の

社
会
主
義
像
が
立
脚
し
て
い
る
基
本
的
モ
チ
ー
フ
を
検
出
す
る
こ
と
に
あ

る
。夫

妻
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
と
は
産
業
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
一

特
殊
文
明
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一

に
、
土
地
そ
の
他
の
生
産
手
段
が
、
少
数
の
個
人
の
私
有
財
産
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
他
の
大
多
数
の
国
民
が
賃
銀
労
働
老
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

第
二
に
、
財
・
サl
ピ
ィ
ス
の
生
産
・
分
配
組
織
が
、
生
産
手
段
所
有
者

に
よ
っ
て
掌
一
揖
さ
れ
、
私
的
訓
捕
の
追
求
を
至
上
の
目
的
と
し
て
管
理
・

運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

夫
妻
の
資
本
主
義
規
定
は
以
上
に
尽
き
て
お
り
、
資
本
主
義
に
特
有
な

経
済
法
則
や
運
動
法
則
な
ど
に
つ
い
て
の
経
済
理
論
的
分
析
は
み
ら
れ
な

い
。
彼
ら
の
闘
心
は
、
も
つ
ば
ら
資
本
主
義
の
下
で
発
生
し
て
い
る
諸
弊

害
の
暴
露
を
つ
う
じ
て
、
社
会
主
義
の
不
可
避
性
を
説
く
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
ち
に
彼
ら
の
資
本
主
義
批
判
の
論
点
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
彼
ら
の
論
点
は
ω
所
得
の
不
平
等
、ω
人
格
的

自
由
(
宮
a
D

ロ
曲
目
崎
町
四
回
品

O
B

〉
に
お
け
る
不
平
等
、
ω
自
由
放
任
・
競
争

経
済
の
非
効
率
、
ω
戦
争
の
原
因
と
し
て
の
資
本
主
義
制
度
、
の
四
点
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω

所
得
の
不
平
等
夫
妻
の
資
本
主
義
批
判
は
、
ま
ず
貧
民
の
困
窮

(
2
)
 

と
所
得
の
不
平
等
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
国
民
の
大
多
数
を
占
め
る
筋
肉

労
働
者
階
級
が
、
最
低
生
存
費
に
等
し
い
所
得
の
下
で
半
飢
餓
状
態
に
お

も
い
っ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、
国
民
の
一
割
に
す
ぎ
な
い
有
産
階
級
が
、

全
国
民
所
得
の
半
分
を
取
得
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
つ
つ
、
夫
妻
は
、

こ
の
圧
倒
的
な
所
得
の
不
平
等
が
、
有
産
者
に
お
け
る
著
修
的
消
費
と
道

徳
的
退
廃
を
生
む
と
と
も
に
、
労
働
者
に
お
い
て
も
貧
困
ゆ
え
の
人
間
性

の
堕
落
を
ま
ね
き
、
か
く
し
て
社
会
の
進
歩
と
民
族
の
健
全
な
発
達
を
損

う
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
所
得
の
不
平
等
の
原
因
に
つ
い
て
の
夫
妻
の

説
明
は
、
要
す
る
に
生
産
手
段
の
一
部
少
数
者
に
よ
る
私
有
が
、
財
産
相

続
制
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
有
産
階
級
へ
の
不
労
所
得
の
累
積
と
、
無
産
階

級
の
貧
困
の
逓
増
を
不
可
避
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
不
労
所
得
発

生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
理
論
的
一
言
及
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る7
z

ハ3
V

ピ
ア
ン
流
の
「
レ
ン
ト
理
論
」
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。周

知
の
ご
と
く
貧
民
の
困
窮
を
解
決
す
る
方
策
と
し
て
、
夫
妻
は
従
来

(
4
)
 

か
ら
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
」
の
制
定
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
は

生
計
を
た
て
、
余
暇
を
十
分
に
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
な
法
定
最
低
賃
銀

の
保
障
な
ど
、
文
明
国
民
と
し
て
、
そ
れ
以
下
の
生
活
水
準
に
陥
る
こ
と

を
許
さ
な
い
最
低
必
要
限
度
の
政
策
的
保
障
を
意
味
し
た
。
こ
の
点
は

『
資
本
主
義
文
明
の
衰
退
』
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ユ
マ
ム
の
制
定
の
み
に
よ
っ
て
は
、
有
産
階
級
へ
の
不

労
所
得
の
累
積
と
、
そ
れ
に
伴
う
弊
害
は
何
ら
解
消
し
な
い
ば
か
り
か
か

え
っ
て
増
大
さ
え
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
所
得
の
不
平
等
の

根
本
的
解
決
策
と
し
て
、
財
産
相
続
権
の
廃
棄
と
生
産
手
段
の
社
会
化
の

(
5
V
 

必
要
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

d

い
叱

1

I
r
r，u
民
医
院
際
、
ド
了

障を
居?礼 l

陰5
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ω

人
格
的
自
由
の
不
平
等
と
こ
ろ
で
、
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
所
得
の

不
平
等
は
非
常
に
深
刻
な
問
題
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
資
本
主
義
の
も
た

ら
す
最
慈
の
弊
害
で
は
な
い
。
有
産
階
級
が
、
労
働
者
階
級
に
対
し
て
の

ハ6
)

み
な
ら
ず
、
公
共
社
会
全
体
に
対
し
て
行
使
す
る
独
裁
的
権
力
こ
そ
一
一
層

は
な
は
だ
し
い
弊
害
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
夫
妻
は
こ
の
権
力

の
基
旋
が
、
生
産
手
段
の
私
有
に
も
と
づ
く
国
民
経
済
組
織
の
拳
撞
に
あ

る
と
し
、
そ
の
権
力
の
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
次
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
①
資
本
家
の
権
力
は
、
ま
ず
労
働
者
に
対
す
る
職
場
内
で

の
直
接
的
支
配
の
形
態
で
行
使
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
労
働
者
は
産
業

上
の
諸
決
定
か
ら
排
除
さ
れ
、
無
権
利
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
、
①
資
本

家
企
業
に
よ
る
地
方
の
産
業
化
が
応
々
に
し
て
公
害
を
発
生
さ
せ
、
地
域

破
擦
を
伴
う
こ
と
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
資
本
家
の
権
力
は
、
人
間
生
存

に
不
可
欠
な
自
然
環
境
を
支
配
す
る
こ
と
、
①
営
利
本
位
の
俗
悪
な
広
告

・
娯
楽
・
酒
場
な
ど
の
提
供
に
よ
り
、
国
民
の
精
神
的
環
境
を
悪
化
さ
せ

る
こ
と
、
@
新
聞
な
ど
の
支
配
・
経
営
を
つ
う
じ
て
世
論
を
操
作
し
、
ま

た
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
国
家
の
政
治
さ
え
も
そ
の
支
配
下
に
お
さ
め
る
こ

と
、
で
あ
る
。
か
く
し
て
資
本
家
の
有
す
る
権
力
は
、
個
人
的
快
楽
や
私

的
利
益
の
追
求
と
い
う
不
正
な
目
的
を
も
っ
て
行
使
さ
れ
、
か
つ
民
衆
的

統
制
(
官
官
-
R
g
己

8
σ
と
い
う
民
主
主
義
の
基
本
原
理
の
及
ば
な

(7
>

い
全
く
無
責
任
な
権
力
と
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
有
産
階
級
へ
の
金
力
と
権
力
の
集
中
と
、
労
働

者
階
級
の
貧
窮
と
無
権
利
状
態
、
す
な
わ
ち
所
得
と
権
力
と
に
お
け
る
不

平
等
は
、
両
階
級
に
属
す
る
人
々
の
「
人
格
的
自
由
」
に
お
け
る
不
平
等

を
必
然
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
人
格
的
自
由
と
は
単
な
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る
無
拘
束
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
性
・
能
力
の
発
揮
と
欲
求
充

足
の
機
会
を
も
ち
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
格
の
尊

厳
・
独
立
・
向
上
の
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
前
提
条
件
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
の
下
で
こ
の
自
由
を
享
受
し
う
る
の
は

有
産
階
級
の
み
な
の
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
は
、
そ
の
貧
窮
と
職
場
の
内

外
に
お
け
る
無
権
利
状
態
の
ゆ
え
に
、
賃
銀
奴
隷
と
呼
ば
れ
る
以
外
に
な

い
立
場
に
お
と
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
先
に
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
が
夫
妻
を
官
僚
主
義
者
・
反
民
主

主
義
者
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
。
そ
の
代
表
的
論
客
は
若
き

G
・

D
・

H

・
コ
ー
ル
で
あ
る
が
、
彼
の
夫
妻
に
対
す
る
批
判
の
要
点
は
、

夫
妻
が
所
得
の
不
平
等
の
問
題
の
み
に
気
を
と
ら
れ
て
、
労
働
者
の
疎
外

門8
〉

と
い
う
重
要
な
事
実
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
夫
妻
は
こ

の
批
判
を
そ
れ
な
り
に
受
け
と
め
、
権
力
論
を
媒
介
と
す
る
人
格
的
自
由

の
不
平
等
の
問
題
と
し
て
自
己
の
資
本
主
義
批
判
の
論
理
に
と
り
入
れ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ω

自
由
放
任
・
競
争
経
済
の
非
効
率
夫
妻
の
資
本
主
義
批
判
に
お

け
る
特
徴
は
、
上
述
の
観
点
と
と
も
に
、
私
的
利
益
の
追
求
を
根
本
原
則

と
す
る
自
由
放
任
・
競
争
経
済
の
非
効
率
と
い
う
観
点
が
強
調
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
「
効
率
」
(
冊
目nS
2
3
と
は
、
こ
こ
で
は
国
民
経
済

全
般
に
わ
た
る
広
義
の
生
産
力
の
問
題
を
批
評
す
る
基
準
と
み
な
し
て
よ

夫
妻
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
産
業
革
命
期
の
資
本
主
義
が
効
率
の

向
上
を
実
現
し
、
そ
の
利
益
を
あ
る
程
度
国
民
に
均
骨
消
し
た
事
実
は
否
定

で
き
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
が
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
資
本
主
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義
は
、
単
に
効
率
低
下
を
招
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
富
と
正
反
対
の
も
の

さ
え
生
み
出
す
と
い
う
「
逆
発
展
」
の
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
と
主
張
す

(
9
)
 

る
。
逆
発
展
の
内
容
と
し
て
夫
妻
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
次
の
諸
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
盲
目
的
過
当
競
争
に
よ
る
過
剰
生
産
の
発
生
(
生
産

の
非
効
率
〉
、
①
仲
介
取
引
な
ど
の
不
生
産
的
商
業
機
構
の
肥
大
化
に
よ

る
流
通
経
費
の
増
大
(
分
配
の
非
効
率
)
、
①
所
得
の
不
平
等
に
よ
っ
て
国

民
的
消
費
構
造
が
奇
形
化
し
、
財
貨
が
無
駄
な
く
国
民
に
均
一
箔
し
な
い
こ

と
(
消
費
の
非
効
率
〉
、
@
労
働
者
の
酷
使
に
よ
る
人
的
資
源
の
浪
費
、
⑤

乱
開
発
に
よ
る
資
源
の
浪
費
と
自
然
環
境
の
破
壊
、
①
財
貨
の
品
質
低
下
、

⑦
投
機
的
事
業
な
ど
公
共
社
会
に
と
っ
て
有
害
・
無
益
な
経
済
活
動
の

蔓
延
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
て
夫
妻
は
、
自
由
放
任
・
競
争
経

済
が
利
潤
の
尺
度
か
ら
み
て
い
か
に
効
率
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
良
質
・
豊

富
・
安
価
な
財
貨
の
国
民
へ
の
提
供
と
、
国
民
的
共
有
財
産
の
保
存
と
い

う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
は
な
は
だ
非
効
率
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
関
連
す
る
重
要
な
問
題
は
夫
妻
の
「
独
占
」
観
で
あ
る
。

夫
妻
は
独
占
に
対
し
て
は
、
一
方
で
大
規
模
生
産
や
無
駄
な
経
費
の
節
約

な
ど
の
利
益
が
あ
る
と
し
、
経
済
の
効
率
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
肯
定
的

評
価
を
与
え
る
が
、
他
方
で
独
占
が
個
人
の
独
創
性
や
企
業
の
自
由
を
奪

ぃ
、
ま
た
消
費
者
か
ら
物
価
騰
貴
防
止
の
保
障
や
財
貨
の
自
由
な
選
択
の

権
利
を
奪
っ
た
点
に
お
い
て
そ
の
弊
害
を
指
摘
す
る
。
大
戦
期
間
中
の
独

占
体
の
急
速
な
成
長
と
い
う
事
態
を
ふ
ま
え
て
、
夫
妻
は
「
今
や
問
題
は
、

ト
ラ
ス
ト
が
国
民
を
所
有
す
る
か
、
国
民
が
ト
ラ
ス
ト
を
所
有
す
る
か
、

ハ
同
)

選
択
は
強
制
的
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。
な
お
、
夫
妻
の
産
業
公
有

化
の
具
体
的
な
提
案
に
つ
い
て
は
次
節
で
ふ
れ
る
が
、
公
有
化
の
対
象
と

伝
ι
W防止
1!t{'.l;"-,.' 
""て包括

一一日
与ι

'=', 何!
湿!.1

附

h 

Mι 

t 
u 

な
る
産
業
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω

験
争
の
原
因
と
し
て
の
資
本
主
義
夫
妻
の
資
本
主
義
批
判
の
最

後
の
論
点
は
、
資
本
主
義
が
、
帝
国
主
義
戦
争
や
階
級
戦
争
(
n
z
g
d
q
R
〉

の
原
因
と
な
り
、
国
際
平
和
や
国
民
道
徳
を
破
壊
す
る
結
果
を
招
く
と
い

う
点
に
あ
る
。

夫
妻
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
生
々
し
い
印
象
の
下
に
、
帝
国
主
義
戦

争
の
原
因
が
、
世
界
市
場
を
め
ぐ
る
諸
列
強
資
本
家
聞
の
商
業
上
・
金
融

(
日
〉

上
の
権
益
拡
張
斗
争
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
述
の
過
程
で
、
イ

ギ
リ
ス
の
世
界
市
場
独
占
の
動
揺
こ
そ
J

・
チ
ェ
γ
パ
レ
ン
の
帝
国
主
義

政
策
の
直
接
的
要
因
で
あ
っ
た
と
す
る
記
述
や
、
イ
ギ
リ
ス
圏
内
の
利
子

率
低
下
が
資
本
輸
出
を
促
進
さ
せ
た
と
す
る
記
述
な
ど
、
あ
た
か
も
J

・

A
-

ホ
プ
ス
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
を
想
起
さ
せ
る
記
述
、
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
記
述
は
、
世
紀
転
換
期
頃
の
夫
妻
の
思
想
を
知
る
者
に
き

わ
め
て
強
烈
な
印
象
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ

ス
帝
国
主
義
の
最
も
露
骨
な
発
動
と
い
わ
れ
る
ボ
l

ア
戦
争
(
民
活
I
S

D
N〉
に
対
し
て
、
夫
妻
は
未
開
民
族
に
対
す
る
文
明
の
波
及
と
い
う
た
ぐ

い
の
、
ま
さ
に
帝
国
主
義
弁
護
論
的
立
場
か
ら
こ
れ
に
賛
成
し
、
ホ
プ
ス

γ
に
よ
っ
て
「
フ
ェ
ピ
ア

γ
帝
国
主
義
者
」
と
批
判
さ
れ
た
ほ
ど
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
の
現
実
の
中
で
、
夫
妻
は
は
じ
め
て
ホ
プ
ス

γ

の
帝
国
主
義
批
判
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。ま

た
夫
妻
は
、
大
戦
直
後
に
お
け
る
労
資
対
立
の
先
鋭
化
、λト
ラ
イ

キ
と
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
頻
発
と
い
う
事
態
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
こ
れ

m
m
v
z
b
E
ぃ
t
E
E
F
:
-
P
L
i
f
t
-
-
2
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を
階
級
戦
争
と
規
定
し
、
そ
れ
が
単
に
経
済
効
率
を
湖
サ
の
み
で
な
く
、

労
資
双
方
の
「
普
遍
的
怠
業
」
(
E
Z刊
号
曲
目g
g
g

岡
町
)
と
い
う
国
民

道
徳
の
磁
擦
を
も
た
ら
し
、
理
性
的
・
合
理
的
な
社
会
改
革
を
阻
害
す
る

と
批
判
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
二
種
の
戦
争
は
、
営
利
的
資
本

家
の
独
裁
の
も
た
ら
す
最
悪
の
弊
害
で
あ
り
、
ま
た
最
大
規
模
の
「
効

率
」
の
損
傷
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
把
佃
蝕
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
四
点
に
わ
た
る
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
夫
妻
の
資
本
主

議
批
判
は
、
経
済
理
論
的
分
析
の
裏
付
け
を
欠
き
、
い
わ
ば
文
明
論
的
観

点
か
ら
す
る
問
題
批
評
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
と
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

彼
ら
の
批
判
の
観
点
は
、
そ
れ
な
り
に
明
俄
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
夫
妻

は
、
資
本
主
義
を
、
営
利
的
資
本
家
の
独
裁
が
共
同
社
会
の
生
活
全
般
に

わ
た
っ
て
貫
徹
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
社
会
制
度
と
し
て
把
鑓
し
、

労
働
者
階
級
を
そ
の
貧
闘
と
奴
隷
的
境
遇
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
は
、
民

主
主
義
の
原
理
を
政
治
の
分
野
の
み
な
ら
ず
産
業
の
分
野
に
ま
で
拡
大
す

る
以
外
に
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
，
具
体
的
に
は
、
諸
悪

の
根
源
た
る
生
産
手
段
の
私
有
を
漸
次
的
に
制
限
・
統
制
し
、
労
働
者
の

生
活
と
人
格
的
自
由
の
向
上
の
た
め
に
民
主
的
産
業
経
営
を
実
現
す
る
こ

と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
夫
妻
は
資
本
主
義
を
非
効
率
な

経
済
制
度
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
「
効
率
」
は
明
確
に
定
義
さ
れ
た
概

念
と
は
い
え
な
い
に
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
用
語
の
う
ち
に
、
利
潤
の

観
点
か
ら
で
は
な
く
、
国
民
福
祉
の
観
点
か
ら
経
済
活
動
を
評
価
し
よ
う

と
す
る
夫
妻
の
基
本
視
角
を
確
認
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
総
括
す
れ
ば
、
夫
妻
の
資
本
主
義
批
判
の
特
徴
は
、
第
一
に
資
本

主
義
社
会
の
非
民
主
性
、
第
二
に
非
効
率
性
の
強
調
に
あ
る
。
し
た
が
っ
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l
l
h
i
l
l
-
-

て
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
と
効
率
の
統
一
的
実
現
こ
そ
は
、
建
設
さ

門M
M〉

れ
る
べ
き
社
会
主
義
社
会
の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
次
節
で
明
ら
か
に
し
よ
う
。

〈l
v
ω
・
除
切
・
4
『
o
u
y
b
Rミ
・
3

・
N
l品
・
〈
安
部
訳
、
一
二
|
五
ペ
ー
ジ
〉
。

(
2
)
h
b
R
札
・
・
司
・5
R
(
安
部
訳
、
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
。

(
3〉
「
レ
ン
ト
理
論
」
と
は
、
人
口
地
加
に
伴
う
社
会
の
経
済
発
展
が
耕
作
限

界
の
低
下
を
必
然
化
し
、
限
界
耕
作
点
以
上
の
生
産
手
段
所
有
者
に
不
労
所

得
令
8
3

を
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
を
骨
子
と
す
る
。
そ
の
特
色
は
、

へ
ン
リ
l

・
ジ
ョ
ー
ジ
化
さ
れ
た
リ
カ
l
ド

P

の
地
代
理
論
を
、
土
地
以
外

の
生
産
要
素
に
拡
大
し
た
点
に
あ
る
。ω・
4
〈
O
F
F
-吋Z
Z

田
門
戸
口
口
同
-
U
F
・

4
広
o
E
g
ι
F
Z
U
U
E
E

昨
日o
p
z
ω
-
h
w
ω・〈
〈S
Y
N
U
3定
内
詰
師
。
、

』
向
。
号
、
語
句
詰
h
p
E守
口F
H
V
O
話
日

S
P
E
N
D
-
。
帥
門
町
品
-
H∞
由3
・
E
-
N
C
?

N
∞
・

ハ4
)
ω
・
除
切
・
4
『
S
Y
H
Wえ
S
H
コ
ミ

b
s
s
R
E
n
-
-
E
話

B
S
F
5
5
・

(
z
a
・
5
S
γ
3
・
叶
町
田t
E
・
ハ
高
野
岩
三
郎
監
訳
『
産
業
民
主
制

論
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
九
年
、
九
三
七
|
六

0
ペ
ー
ジ
)
。
夫
妻

の
政
策
プ
ラ
γ
に
つ
い
て
は
、
ω
・
除
・
∞
・
4
〈S
F
・
h
u
E詰
き

.
s
。
h
b
ω


h
町
民
同
忠
良
S
F
F口
口
問
自
由
国
師
・
5
ロ
・

(
5
)
ω・
，W
回
・
4
〈
O
F
F
-
U
R
b
H
-

司
・
5
R

ハ
安
部
訳
二
一
九
ペ
ー
ジ
以
下
〉
。

ハ6
)
ω
・
除
回
・
当

o
E
y
b
む
さ
お
ミ
宮
」

3
1
志
伝
町
民
民
主
む
苦
吉
田
満
・

E
E
E

ミ
守
主
凶

3
4
5
・
E
口
問
呂
田
口P
E
D
-司
-
H
Z
・
(
丸
岡
重

完
訳
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
』
、
社
会
思
想
全
集
、
三
四
栄
』
、
平
凡
社
、

一
九
二
八
年
、
一
一
一
一
一

0
ペ
ー
ジ
〉
。
以
下
、
n
s
h
h止
さ
3

・
(
丸
岡
訳
〉
:
・

と
略
記
&

(
7
)
ω
-
h
w
回
・
4
『
O
F
F
-
b
h
a
H
-

司
・
8

ロ
・
(
安
部
訳
、
二
九
ペ
ー
ジ
以

下
〉
。

(
8
)
の
・
0
・
出
・
9
-
0・
句
氏
、
。S
白
書
望
書

H
S
b

ミ
E

な
け
予
回
色g
品

m
o白
m
・
5
H
叶
・
唱-
E
D
R
・
ハ
島
中
雄
三
訳
『
産
業
自
治
論
』
、
社
会
思
想
全
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集
三
五
巻
、
平
凡
社
、
一
九
六
ペ
ー
ジ
以
下
〉
。
=
l

ル
の
思
想
は
、
「
喜

び
と
し
て
の
労
働
」
を
説
い
たW
・
モ
H
-
Aの
強
い
影
留
を
受
け
て
い
る
。

同
酎
軸
弘
J
唱
-
U
D
N・

(
9
)
ω
-
h
w
切
・
4
『O
F
F
-
b
同
町
民H
・
s
-

由
ω
l
H品
目
・
ハ
安
部
訳
、
八
六
|
一
七

六
ベ
ー
タ
〉
。

(
叩
〉
H
E
-
-咽
・
5

・
(
安
部
訳
、
一
四
七
ペ
ー
ジ
〉
。

(
U〉
L
5・

h
-
-
B
-広
明
l
g
・
ハ
安
部
訳
、
一
八
一l

九
二
ペ
ー
ジ
)
。

ハ
ロ
〉
同
・
〉
・
国
各
8
P
L
『
苦
宮
丸
紅
な
珪-h
h
叫
室
内
F
Z即日Z
F
H
g
N
・
官


器
・
ハ
矢
内
原
忠
雄
訳
『
帝
国
主
義
論
』
下
巻
、
且
程
書
店
、
一
九
五
二

年
、
一
四
0
ペ
ー
ジ
丸
山
田
秀
雄
「
7
z

ピ
ア
γ
社
会
主
義
と
帝
国
主
務

l

上
岡
ア
戦
争
を
め
ぐ
る
シ
a

ウ
、
ゥ
ェ
ッ
プ
、
ホ
プ
ス

γ
」
、
都
留
重
人

他
編
『
社
会
改
革
へ
の
提
言
』
、
動
草
書
房
、
一
九
六C年
、
ニ
O
ニ
|
二

六
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

ハ
臼)
ω
-
h
w
w
・
4
『$
y
b
o
n
e
-咽
-
g
u
・
ハ
安
部
訳
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
)
。

ハM
〉

ω
-
h
r
F
d
F
v
y
n
s
g
h

叫H
R
h
e
p
s
-
H
M
-
H
M

ロ
・
(
丸
岡
訳
、
こ
二
九

ー
一
二
一
ペ
ー
ジ
〉
。

(
日
)
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
す
で
に
初
期
の
ジ
ド
ュl
に
み
ら
れ
る
。
彼
は
・2
8
ι

同O
円

n
同
司
日
g

円
(
戸
田
∞
由
)
と
い
う
論
文
で
、
自
由
放
任
主
裁
を
、
社
会
正
裁

の
観
点
の
み
で
な
く
、
技
術
的
効
率
の
観
点
か
ら
も
批
判
し
た
。
開
・
』
・

出
o
g
g
唱

F
E
E
s
g
B
E

品
岳
刊
明
白
区
間
口
回
・
H
g
ナ
巴
E
・
包
ロ
・

咽
ロ
t
g
F
O品
叶
F
E
u
g
n

曲
目
『
江
島
向
。
d
包
ヲ
ピ
可

R
u
、
・
H
8
0・
v
同
様

の
モ
チ
ー
フ
は
、
彼
の
ロ
γ
ド

γ
都
市
改
革
綱
領
ト
S

九
S
H
M
3
h
E
苦
言

。
g
C

に
も
、
L『
邑
S

吉
・
ぬh
h
vぬ量
。
円
、
h
G
G
g
d
に
も
貫
徹
し
て
い

る
。
阿
見
富
吉
同
町
b
s
S
E
n
-
-司
・

ω
∞
・
(
高
野
監
訳
、
四
五
ペ
ー
ジ
多

照
)
。
な
お
次
節
ハ
注6
〉
の
拙
稿
を
参
時

社
会
主
義
社
会
の
構
想

夫
妻
の
社
会
主
義
の
基
本
性
格
は
、
彼
ら
の
資
本
主
義
批
判
の
観
点
か

ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
再
宮
す
れ
ば
、
，
社
会
主
識
と
は
民
主
主
義
原

理
の
産
業
分
野
へ
の
適
用
に
よ
り
(
勤
労
大
衆
に
生
活
と
人
格
的
自
由
に

お
け
る
最
大
限
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
主
主
裁

は
そ
れ
に
固
有
な
啓
蒙
的
・
啓
発
的
性
格
を
持
ち
、
す
べ
て
の
民
衆
に
対

し
て
人
格
の
発
展
・
責
任
の
自
覚
・
意
志
の
実
行
の
機
会
を
平
等
に
保
障

す
る
原
理
で
あ
り
、
こ
の
点
で
他
の
い
か
な
る
原
理
に
対
し
て
も
優
越
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
民
主
主
畿
は
共
同
社
会
の
成
員
の
多
数
の
意
志
〈
一
般
意

志
〉
に
従
っ
て
社
会
組
織
の
運
営
を
は
か
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
こ

の
一
般
青
笹
山
は
い
か
に
し
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
重
要
な
問
題
が

存
在
す
る
。
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
の
成
員
は
、
消
臨
列
者
(
g
p

E
B

冊
。
・
生
産
者
ハ
胃o
E
g
『
〉
・
市
民
ハn
E
N
m
Sの
三
側
面
を
有
し
、

そ
れ
ぞ
れ
財
貨
の
消
費
、
労
働
条
件
、
共
同
社
会
の
政
治
的
・
経
済
的
運

営
に
特
別
の
利
害
関
心
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
社
会
を
構

成
す
る
諸
個
人
の
複
雑
な
利
害
関
心
が
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
に
明
確
に

三
機
能
に
区
別
し
う
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
が
、
夫
妻
は
、
こ
の
三

側
面
に
対
応
し
て
①
消
費
者
民
主
制
、
②
生
産
者
民
主
制
、
@
市
民
民
主

制
の
三
民
主
制
か
存
在
す
る
と
し
、
そ
の
具
体
的
組
織
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

①
消
費
協
同
組
合
(
地
方
自
治
体
や
国
家
も
、
そ
の
経
済
機
能
に
お
い
て

は
強
制
加
入
の
消
費
組
合
と
し
て
把
揮
さ
れ
る
可
①
労
働
組
合
と
専
門

職
業
家
の
自
由
職
業
組
合
、
①
中
央
政
府
と
地
方
自
治
体
を
あ
げ
て
い
る
・

夫
妻
に
よ
れ
ば
、
共
同
社
会
の
一
般
意
志
と
は
直
接
的
・
一
元
的
に
存
在

す
る
も

J
Mは
な
く
、
上
記
三
民
主
制
の
相
互
補
完
・
調
整
に
よ
っ
て
生

み
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
一
口
に
相
互
補
完
・
調
整
と
い
っ
て
も
三
民
主
制
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は
並
列
的
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
設
終
的
に
は
市
民
民
主
制
が
消
費

者
と
生
産
者
の
利
益
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
靖
社
会
全
般
の
政
治
的
・
経
済

的
運
蛍
を
司
ど
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
我
々
は
、
夫
妻
の

社
会
主
義
の
構
想
を
、
市
民
民
主
制
の
具
体
的
組
織
で
あ
る
中
央
政
府
と

地
方
自
治
体
の
改
革
構
想
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

-
政
治
に
お
け
る
社
会
主
義
の
構
想

ま
ず
中
央
政
府
機
構
に
凶
す
る
夫
妻
の
批
判
の
要
点
は
、
第
一
に
、
資

本
家
に
よ
る
政
治
支
配
と
内
閣
の
強
力
な
権
限
と
に
よ
り
、
政
治
に
対
す

る
民
衆
的
統
制
が
不
十
分
な
こ
と
、
第
二
に
、
市
民
民
主
制
の
二
つ
の
機

能
で
あ
る
政
治
的
機
能
と
経
済
的
機
能
の
混
交
と
業
務
過
多
と
に
よ
り
、

統
治
の
非
効
市
中
を
招
い
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
夫
妻
の
中
央
政
府
機
構

の
改
革
案
の
骨
子
は
、
上
院
を
廃
止
し
従
来
の
下
院
を
二
分
割
し
、
政
治

議
院
(
外
交
・
国
防
・
司
法
・
警
察
・
他
民
地
統
治
を
担
当
)
と
社
会
議

院
(
財
政
・
産
業
経
済
の
統
制
・
教
育
・
社
会
保
障
・
文
化
的
諸
施
策
を

翌
日
。
と
に
改
組
す
る
こ
と
に
あ
日
。
夫
妻
に
よ
れ
ば
政
治
議
院
を
構
成

す
る
議
員
に
よ
っ
て
内
閣
が
成
立
す
る
が
、
こ
れ
と
は
別
個
に
社
会
議
院

が
成
立
し
、
そ
の
巡
営
は
常
任
委
員
会
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
。

こ
の
社
会
議
院
に
お
け
る
各
委
員
会
の
委
員
長
は
そ
の
政
策
決
定
に
お
い

て
相
互
に
干
渉
さ
れ
な
い
。
両
院
議
院
の
関
係
は
対
等
と
さ
れ
て
い
る
が
、

課
税
権
は
社
会
議
院
に
の
み
属
す
る
。
夫
妻
は
、
同
議
院
の
併
存
か
ら
発

生
す
る
諸
困
難
、
特
に
財
政
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
両
議
院
聞
の
紛
争
を
予

想
し
、
両
院
合
同
委
員
会
、
司
法
部
に
よ
る
仲
裁
、
両
院
同
時
解
散
な
ど

の
制
度
化
を
考
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
よ
う
な
両
院
シ

ス
テ
ム
が
実
際
に
機
能
七
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
特
に
社
会
議
院
に
つ
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い
て
は
、
統
一
的
な
経
済
政
策
や
社
会
政
策
の
必
要
性
が
ほ
と
ん
ど
自
覚

さ
れ
て
い
な
い
の
は
致
命
的
と
も
い
え
る
。
統
治
の
効
率
化
と
い
う
夫
妻

の
意
図
は
、
こ
う
し
た
制
度
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
達
成
さ
れ
な
い
と
思
わ

れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
提
案
の
持
つ
い
ま
一
つ
の
意
図
|
|
統
治
機
能
の

分
割
と
勢
力
均
衡
に
よ
る
基
本
的
人
権
の
保
護
、
民
衆
的
統
制
の
容
易
化

ー
ー
を
過
少
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
過
度
の
中
央
集
権
化
の
弊

害
を
夫
妻
は
最
も
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
地
方
自
治
行
政
機
構
に
対
す
る
夫
妻
の
批
判
の
要
点
は
、
地
域

名
望
家
に
よ
る
地
方
政
治
の
私
物
化
と
行
政
機
構
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
新

し
い
行
政
課
題
に
速
か
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夫
妻
は

「
隣
接
居
住
者
の
述
帯
感
情
は
社
会
主
義
が
保
存
し
強
め
ん
と
す
る
価
値

あ
る
社
会
的
財
産
」
で
あ
り
「
画
一
主
義
や
国
家
の
暴
政
」
に
対
し
て
有

効
吐
歯
止
め
と
な
る
と
述
べ
、
詳
細
な
地
方
行
政
草
案
を
提
起
し
て
い

る
。
そ
の
骨
子
は
、
自
治
の
基
礎
単
位
と
し
て
人E

手
l
l
五
千
程
度
の

区
を
設
置
し
、
住
民
間
の
協
議
を
容
易
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
行
政
サ

l

グ
ィ
ス
の
内
容
に
応
じ
て
区
を
適
宜
に
連
ム
花
し
、
住
民
の
多
様
な
欲

求
に
随
率
的
に
対
処
す
る
こ
と
に
あ
る
。
自
治
体
は
、
二
つ
の
国
民
議
会

が
制
定
す
る
所
有
権
と
人
格
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
低
触
し
な

い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
事
業
を
も
営
む
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

地
方
分
権
に
よ
る
民
衆
的
統
制
と
行
政
効
率
の
同
時
的
達
成
こ
そ
、
夫
秦

ハ6
V

の
政
治
改
革
の
基
本
理
念
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
次
に
夫
妻
の
社
会
主
義
の
構
想
に
お
い
て
要
の
位
置
を
占
め
る

産
業
民
主
主
義
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
原
理
の
経
済
分
野
へ
の
適
用
に
つ

い
て
検
肘
し
ょ
っ
。
/
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2

産
業
に
お
け
る
社
会
主
義
の
構
想

前
述
の
ご
と
く
、
夫
妻
に
お
い
て
産
業
(
経
済
)
へ
の
民
主
主
義
原
理

の
適
用
と
は
次
の
二
点
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
生
産
手
段
の

公
有
化
と
公
的
統
制
に
よ
っ
て
資
本
家
の
独
裁
的
権
力
の
基
盤
を
廃
棄
ま

た
は
制
限
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
公
有
化
産
業
に
お
け
る
民
主
的
経
営
の

実
現
を
通
じ
て
人
格
的
自
由
と
所
得
の
平
等
化
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
点
に
対
応
さ
せ
て
、
夫
妻
の
産
業
公
有
化
構
想
と
公
有
化
産

業
に
お
け
る
経
営
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

ω

産
業
公
有
化
構
想
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
の
下
に
お
い
て

は
、
①
国
家
、
②
地
方
自
治
体
、
@
消
費
協
同
組
合
、
④
私
企
業
と
い
う

由
種
類
の
産
業
の
所
有
・
経
営
形
態
が
存
在
す
る
。
夫
妻
の
産
業
公
有
化

問
勾
，
》

構
想
に
お
け
る
特
徴
点
を
簡
単
に
列
記
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
国
営
産

業
と
し
て
石
炭
、
鉄
道
、
精
銀
、
銀
行
の
当
座
勘
定
・
預
金
勘
定
サ

l

グ

ィ
ス
な
ど
一
O
極
観
程
度
が
あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
と
対
照

的
に
、
地
方
自
治
体
に
対
し
て
は
社
会
資
本
関
連
事
業
を
中
心
に
広
範
な

事
業
を
営
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
夫
妻
は
大
規
模
産

業
の
管
理
を
効
率
的
に
、
か
つ
官
僚
主
義
に
陥
る
こ
と
な
〈
行
う
こ
と
の

問
燥
を
認
識
し
、
地
方
分
権
的
な
産
業
経
営
を
指
向
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
第
二
に
、
消
間
協
同
組
合
を
社
会
化
の
一
重
要
形
態
と
把
掘
し
、
そ

の
発
岐
に
よ
っ
て
国
民
の
創
造
性
の
自
由
な
発
掬
を
強
く
期
待
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
消
費
組
合
は
日
常
必
需
品
の
生
産
・
分
配
の
み
な
ら
ず
、

新
聞
や
教
養
娯
楽
施
設
な
ど
多
様
な
分
野
の
経
営
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
第
三
に
、
実
験
段
附
に
あ
っ
て
、
リ
ス
ク
の
大
き
い
事
業
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
社
会
主
義
の
枠
組
に
円
滑
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
で
は
、
私
企
業
経
営
の
存
続
が
許
容
さ
れ
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
な
お
、

土
地
公
在
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
り
、
農
業
は
個
人
議
の
方
が
効

率
的
で
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

夫
妻
の
公
有
化
構
想
を
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
実
態
と
比
較
し
て
み

ハ9
V

る
と
、
当
時
の
三
大
基
幹
産
業
〈
綿
工
業
・
石
炭
業
・
鉄
鋼
業
)
の
う
ち
、

夫
妻
の
公
有
化
り
ス
ト
に
入
っ
て
い
る
の
は
石
炭
業
の
み
で
、
鉄
鋼
業
に

つ
い
て
は
夫
妻
の
言
う
精
鋭
業
に
含
ま
れ
る
か
否
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た

重
化
学
工
業
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
金
融
・
信
用
関
係
部
門
に
お
い

て
も
、
銀
行
の
当
座
勘
定
と
預
金
勘
定
、
産
業
保
険
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
夫
妻
に
お
い
て
は
、
国
民
経
済
に
お
け
る
諸

産
業
の
戦
略
的
重
要
性
か
ら
公
有
化
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
視
点
が
明
瞭

で
は
な
い
。
な
お
、
以
上
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
産
業
の
広
汎
な
業
績
に
お

い
て
、
多
数
の
私
企
業
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
夫
委
は
、
各
産
業
の

公
益
性
と
成
約
度
に
て
ら
し
て
、
漸
次
的
な
公
有
化
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
私
企
業
経
営
の
下
に
と
ど
ま
る
産
業
に
対
し
て
は
政
府
に
よ
る
統
制

政
策
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
が
、
夫

妻
が
究
極
的
に
ど
の
程
度
の
規
模
の
公
有
化
を
意
図
し
て
い
た
か
は
判
然

と
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
か
な

り
長
期
に
わ
た
る
私
企
業
経
営
の
存
続
か
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
夫
妻
の
い
う
産
業
に
お
け
る
社
会
主
義
は
一
種
の
混
合
経
済
と
み
な

し
う
る
が
、
私
企
業
と
公
営
産
業
の
関
係
に
つ
い
て
は
競
争
が
言
及
さ
れ

る
の
み
で
、
国
民
経
済
の
計
画
化
、
な
い
し
計
画
と
市
場
の
合
理
的
結
合

と
い
う
発
想
は
み
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
夫
妻
の
構
想
に
は
国
民
経
済

の
締
造
的
分
析
の
視
角
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
第
二
次
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大
戦
後
の
労
働
党
政
権
の
旧
有
化
政
策
と
大
差
な
い
構
想
を
先
駆
的
に
提

示
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω

民
主
主
義
的
産
業
経
営
の
構
想
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
前
述
の

生
皮
子
伐
の
公
有
化
と
と
も
に
夫
妥
の
産
業
民
主
主
義
に
お
け
る
中
心
的

課
題
の
一
つ
で
あ
る
産
業
経
営
の
民
主
化
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
経
営

機
構
の
H
H体
的
川
町
山
公
の
検
討
に
先
立
ち
、
ま
ず
経
営
民
主
化
構
想
の
基
本

原
理
に
一
万
及
す
る
必
裂
が
あ
る
。

ヰ
〈
実
に
よ
れ
ば
、
産
業
経
蛍
は
、
①
生
産
さ
る
べ
き
財
貨
や
サ

l

グ
ィ

マ
ハ
の
仙
川
と
放
抗
、
@
そ
の
生
産
方
法
の
選
択
(
生
産
工
程
・
人
員
等
の

選
択
〉
、
①
労
働
者
の
就
業
条
件
を
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
決

(mv 

円
止
が
必
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
仕
方
で
行
な
わ
れ
る
か
が
、
経
営
民
主
化

の
基
本
山
胞
に
他
な
ら
な
い
。
我
々
は
先
に
、
夫
妥
が
近
代
社
会
の
成
員

を
消
費
者
、
生
産
者
、
市
民
の
三
側
面
か
ら
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
が
、
経
営
の
民
主
化
を
構
組
す
る
場
合
に
は
、
消
費
者
と
市
民
の
利

益
を
代
表
す
る
「
市
民
H

消
費
者
民
主
制
(
ロ
叩g
o
n
g
q

え
の

E
N
g
・

9
5
Z
B
R

凹
」
(
具
体
的
に
は
消
費
協
同
組
合
と
地
方
自
治
体
〉
と
、
生

産
者
の
利
訟
を
代
表
す
る
生
産
者
民
主
制
・
(
具
体
的
に
は
労
働
組
合
と
自

由
職
業
組
合
〉
と
い
う
両
概
念
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
両
民
主
制
の
産

業
経
営
に
お
け
る
特
有
な
機
能
に
つ
い
て
の
夫
妻
の
特
徴
づ
け
は
次
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
経
営
に
お
け
る
市
民
H

消
費
者
民
主
制
の
長
所
と
し
て
は
@
生
産

手
段
の
共
有
化
に
よ
る
す
べ
て
の
消
費
者
へ
の
剰
余
の
平
等
な
分
配
、
@

組
織
の
開
放
性
、
。
計
画
的
生
産
と
分
配
、
@
技
術
革
新
や
新
製
品
開
拓

に
お
け
る
秘
縦
性
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
欠
陥
と
し
て
は
@
財
貨
の
安
価
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な
享
受
を
追
求
す
る
あ
ま
り
労
働
条
件
改
善
を
怠
り
、
労
働
者
の
人
格
的

自
由
を
無
視
す
る
傾
向
と
@
構
成
員
の
経
営
へ
の
無
関
心
に
よ
る
官
僚
主

義
的
傾
向
が
存
在
す
る
。
他
方
、
生
産
者
民
主
制
の
長
所
と
し
て
は
@
労

働
条
件
の
改
善
要
求
を
通
じ
て
の
労
働
者
の
人
格
的
自
由
の
保
護
、
@
労

働
意
欲
の
助
長
と
職
業
技
術
の
改
善
と
に
対
す
る
刺
激
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

短
所
と
し
て
は
新
技
術
や
新
生
産
工
程
の
噂
入
に
対
す
る
消
極
的
態
度
に

み
ら
れ
る
如
き
、
生
産
者
の
既
得
権
へ
の
周
執
に
基
づ
く
全
共
同
社
会
的

ハU
〉

利
益
(
国
民
的
効
率
の
向
上
)
へ
の
無
関
心
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

夫
妻
は
以
上
の
論
拠
に
も
と
づ
き
、
前
兆
の
産
業
経
営
に
お
け
る
三
つ

の
意
志
決
定
に
お
い
て
両
氏
主
制
が
来
す
機
能
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。
ま
ず
生
産
さ
れ
る
べ
き
財
貨
の
種
類
や
数
量
の
決
定
は
市
民
H

消
費

者
民
主
制
の
機
能
に
属
し
、
労
働
者
の
就
業
条
件
の
決
定
は
生
産
者
民
主

制
の
機
能
と
さ
れ
る
。
ま
た
生
産
方
法
(
生
産
工
程
や
人
員
の
選
択
〉
の

決
定
は
、
既
得
権
に
岡
執
し
が
ち
な
生
産
者
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
、
市
民
H

消
費
者
の
利
益
に
批
っ
経
営
専
門
家
や
技
術
者
に
委
ね
る

べ
き
で
あ
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
要
約
し
た
夫
妻
に
よ
る
両
民
主
制
の
特
徴
づ
け
と
結
論
と
が
普

遍
的
妥
当
性
を
有
す
る
か
否
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

結
論
を
導
き
出
し
た
彼
ら
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
ル
ド

社
会
主
義
者
の
主
張
す
る
労
働
者
に
よ
る
産
業
自
主
管
理
を
非
現
実
的
と

批
判
し
、
市
民
H

消
費
者
の
産
業
経
営
に
お
け
る
優
越
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
労
働
者
の
経
営
参
加
を
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
実
現
し
よ
う
と
す

る
意
図
で
あ
る
。

夫
妻
の
産
業
経
営
民
主
化
構
想
が
立
脚
す
る
基
本
原
理
は
以
上
で
あ
る
。
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夫
妻
は
、
公
有
化
産
業
に
お
け
る
民
主
的
経
営
の
制
度
的
保
障
と
し
て
詳

細
な
経
営
機
構
を
識
し
て
い
る
が
、
量
産
業
の
場
合
を
そ
の
例
に
と

っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

夫
妻
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
提
案
の
本
質
的
特
徴
は
、
政
策
の
決
定
と
日

常
的
管
理
業
務
と
を
分
離
す
る
点
に
あ
る
。
政
策
の
領
域
に
は
供
給
さ
れ

る
べ
き
財
貨
の
質
と
量
の
決
定
が
含
ま
れ
、
日
常
的
管
理
の
領
域
に
は
人

員
・
原
料
・
生
産
工
程
な
ど
の
選
択
が
包
含
さ
れ
る
。
政
策
決
定
は
、
市

民
H

消
買
者
を
代
表
す
る
社
会
議
院
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
、
日
常
的
管
理

業
務
は
社
会
議
院
の
任
命
す
る
中
央
管
理
会
議
が
最
高
の
責
任
を
付
託
さ

れ
る
。
中
央
管
理
会
議
の
構
成
は
、
管
理
役
員
(
経
営
専
門
家
〉
、
労
働

者
、
消
費
者
各
の
三
者
同
数
代
表
と
議
長
と
し
て
の
理
事
長
一
名
よ
り
な

る
。
ま
た
中
央
管
理
会
議
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
地
方
管
理
会
議
と
工

場
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
。
地
方
管
理
会
議
は
事
業
の
性
質
や
地
方
分
散

の
程
度
に
応
じ
て
一
定
の
自
主
決
定
権
を
持
ち
、
そ
の
構
成
は
中
央
管
理

会
議
と
同
様
で
あ
る
。
工
場
委
員
会
は
各
工
場
に
お
け
る
労
働
者
の
委
員

会
で
あ
り
、
経
営
機
能
は
持
た
な
い
が
、
労
働
環
境
や
労
働
協
約
に
定
め

ら
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
管
理
者
側
と
協
識
を
行
う
機
関
で
あ
る
。
労
働

条
件
に
関
す
る
全
国
的
協
約
の
締
結
は
、
社
会
議
院
や
右
の
中
央
管
理
会

議
の
権
限
外
と
さ
れ
、
各
職
業
別
労
働
組
合
の
代
表
が
経
営
管
理
者
側
の

代
表
と
同
数
の
委
員
で
構
成
す
る
合
同
委
員
会
で
決
定
す
る
。
従
っ
て
労

働
組
合
の
団
体
交
渉
能
力
に
つ
い
て
は
社
会
主
義
の
下
で
も
変
化
は
な
い

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
前
述
の
産
業
経
営
に
お
け
る
三
つ
の
決
定
事
頃
に
対
応
し
た
経

営
民
主
化
梢
惣
で
あ
る
。
三
者
構
成
の
産
業
管
理
会
議
に
お
け
る
労
働
者

お
よ
び
消
費
者
代
表
の
権
限
や
機
能
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
会
議
運

蛍
が
官
僚
主
導
に
陥
る
危
険
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
け
れ
ど

も
夫
妻
は
、
こ
の
危
険
性
を
全
く
意
識
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
彼
ら
は
事
業
管
理
に
何
ら
利
害
関
係
を
持
た
な
い
専
門
家
公
?

日
巳
宮
回
。
の
助
言
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら

円u
u
v

で
あ
る
。
私
心
の
な
い
科
学
的
な
調
査
を
前
提
と
し
な
い
民
主
主
義
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
非
効
率
と
な
り
、
公
共
普
に
反
す
る
、
こ
れ
が
夫
妻
の
根

本
信
条
で
あ
っ
た
。
労
働
者
・
消
費
者
・
市
民
の
参
加
に
よ
っ
て
、
産
業

に
お
け
る
民
主
的
統
制
と
効
率
性
を
同
時
的
に
実
現
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

夫
妻
の
構
想
に
お
け
る
中
心
的
意
図
で
あ
り
、
専
門
助
言
者
は
こ
の
構
想

の
隅
の
礎
石
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
構
想
を
約
二O
年
前
の
『
産
業
民
主
主
義
論
』
と
比

較
し
て
み
る
と
、
か
な
り
大
幅
な
労
働
者
の
経
営
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い

る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
労
働
組
合
は
、
従
来
の
団
体
交
渉
権

に
加
え
て
、
中
央
と
地
方
の
管
理
会
議
へ
の
参
加
権
、
工
場
委
員
会
を
通

じ
て
の
協
議
機
な
ど
多
様
な
形
で
経
営
に
参
画
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。G

-
D
-
H
・
コ

l

ル
の
労
働
者
に
よ
る
「
産
業
自
治
」
の
思
想
を
非
現
実

的
と
し
て
斤
け
つ
つ
も
、
夫
妻
は
自
己
の
市
民
H

消
資
者
優
位
の
原
則
が

許
容
す
る
範
囲
内
で
コ
ー
ル
に
歩
み
寄
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
社
会
主
義
社
会
の
構
想
、
特
に
産
業
に
お
け
る
社
会
主

義
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
産
業
の
広
汎
な
業
種
に
お
い
て
多
数
の
私
企
業
が

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
企
業
に
対
す
る
民
主
的
統
制
と
漸
進
的
公
有

化
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
し
よ
う
。

T
u
m
-
b
切
・
景
v
y
p
主
主

3

召
・
8
I
H
S
-門
丸
岡
訳
、
ミ
ミ
ミ
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W
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訳
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二
三
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3
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m
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除
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r
y
hミ
E
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ス
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F
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ミ
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∞
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・
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訳
、
四
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回
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九
一
ペ
ー
ジ
〉
・

ハ6
〉
こ
の
地
方
自
治
体
抵
視
の
思
組
は
、
若
き
シ
ド
ュ
・
ー
が
、
ロ
y
ド
γ
都
市

改
革
に
た
ず
さ
わ
っ
て
以
来
、
一
貫
し
て
い
る
。
岡
兵
人
「
S

・
ウ

z
v

プ

に
お
け
る
『
都
市
社
会
主
義
』
|
|
『
ロγ
ド

γ

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
を
中
心

に
l
i

」
、
『
一
一
術
論
般
』
七
一
一
一
巻
、
六
号
、
一
九
七
五
年
、
四
二
ペ
ー
ジ
以

下
珍
照
。

ハ7
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ω
-
h
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t
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n
s
a
R
H
ミ
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・
3
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H自
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岡
訳
、
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l
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ー
ジ
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。

(
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m
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回
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o
v
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E
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詩
的
S
S
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p
-
a号
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.ミ
ミ
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語
ミ
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F
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自
由
ロ

p
g
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署

-
S

ム
・
(
山
村
喬
訳
『
消
費
組
合
運
動
片

岡
入
社
、
一
九
二
五
年
、
四
七
四
|
八
ペ
ー
ジ
)
。

(
9
)
矢
口
品
平
次
郎
殴
訳
『
W
・
コ
l
k

イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
塁
、
ミ
ネ
ル

グ
ア
曾
房
、
一
九
五
七
年
、
二
四
五
ペ
ー
ジ
以
下
参
時

(
叩)
m
-
h
w切・
4
〈
m
F
Y
L『
足
E

ま
R
H
h
b
h
w
a

。
q
R

しF

句
・
告
白
隠
ハ
高
野
監

訳
、
一
O
O
一
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
〉
。

(
U
)
m
h
w切
・
4
『
O
F
y
p
s
hた
E
S
E
-
E
I
H
S
-

ハ
丸
岡
訳
、
三
八

七
|
四
O
八
ペ
ー
ジ
〉
。

ハ
ロ
〉
句
史
民
・

(
日
)
包
ミ
・
・
司-
H
a
l
M
O
M
-
(

丸
岡
訳
、
四
O
九
|
四
三
ペ
ー
ジ
〉
・
地
方
自

治
体
の
営
む
事
業
の
場
合
も
、
原
理
的
に
同
様
で
あ
る
。
匂
位
.
、

S

・
M
g
l

品
目
・
〈
丸
岡
訳
、
四
四
四

l

九
一
ベ
l
J
ζ。

ハM
〉

H
E
-
-
3・
5
3

・
〈
丸
岡
訳
、
四
一
一
一
八
|
四

0
ペ
ー
ジ
〉
。
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四

社
会
主
義
へ
の
移
行

い
か
な
る
新
社
会
の
檎
想
も
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
現
実
的
方
策
を
欠

く
時
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
以
上
に
み
た
夫
妻
の
社
会
主

義
社
会
は
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
い
か
な
る
過
程
を
た

ど
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
主
体
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
・

本
節
の
課
題
は
こ
の
社
会
主
義
へ
の
移
行
論
の
検
討
に
あ
る
。

-
社
会
主
義
へ
の
移
行
論
の
基
調

夫
妻
の
移
行
論
の
基
調
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
議
会
制
民
主
主
義
に
基

づ
く
漸
進
主
義
と
特
徴
、
、
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
彼
ら
の
漸
進
主
義

を
支
え
て
い
る
の
は
次
の
三
つ
の
観
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
急
激
な
暴
力
的
変
革
は
好
ま
し
く
な
い
と
の
見
方
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
ω
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
は
「
生
活
・
自
由
・
お
よ
び
幸
福

の
追
求
」
に
お
け
る
相
当
程
度
の
水
準
を
享
受
し
て
お
り
、
良
か
れ
悪
か

(l
>

れ
」
鎖
以
上
に
失
う
べ
き
多
く
の
も
の
」
を
持
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る

こ
と
、
帥
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
運
動
お
よ
び
労
働
組
合
運
動
の
指
導
者

た
ち
は
、
他
の
国
の
場
合
ι

異
り
、
公
共
的
管
理
の
経
験
を
持
っ
て
お
り
、

急
激
な
社
会
変
革
の
不
可
能
性
を
偽
知
し
て
い
る
こ
と
、
付
突
然
の
か
っ

一
斉
の
革
命
的
蜂
起
の
欠
点
は
、
た
と
え
そ
れ
が
成
功
し
た
と
し
て
も
、

経
済
社
会
の
基
本
構
造
の
変
革
と
い
う
課
題
の
真
の
解
決
と
は
な
ら
ず
、

ハ2
V

い
た
ず
ら
に
社
会
的
混
乱
を
招
く
の
み
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

第
二
に
、
社
会
化
は
現
実
に
か
な
り
進
行
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
的
消
費
協
同
組
合
の
組
織
と
業
務
の
発
展
、M
W自
治
体
事

業
の
拡
大
、
付
戦
時
魁
済
体
制
下
の
鉄
道
・
鉱
山
な
ど
に
対
す
る
国
家
統
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制
の
成
功
に
よ
っ
て
夫
妻
は
社
会
化
が
着
実
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
と
み
た
。

第
三
に
、
社
会
主
義
の
基
礎
は
民
主
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
社
会
主

義
の
実
現
は
民
主
的
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
観
点

で
あ
る
。
民
主
主
義
は
境
遇
や
感
情
や
居
住
地
域
を
異
に
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
民
衆
の
過
半
数
の
同
意
と
支
持
に
基
づ
い
て
統
治
を
行
う
こ
と
を
原
則

と
す
る
以
上
、
社
会
主
義
は
民
衆
の
同
意
を
得
て
一
歩
一
歩
実
現
さ
れ
る

(4) 

以
外
に
な
い
、
と
夫
妻
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
夫
妻
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
国
民
性
と
歴
史
的
体
験
か
ら
し
て
急

激
な
変
革
は
不
可
能
な
こ
と
、
た
と
え
急
激
な
変
革
が
成
功
し
た
と
し
て

も
、
十
分
な
計
画
と
国
民
大
多
数
の
承
認
の
下
で
な
け
れ
ば
、
単
に
混
乱

と
無
秩
序
と
非
効
率
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。
全
国

民
の
社
会
的
・
経
済
的
組
織
の
変
革
に
は
相
当
の
時
聞
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ5
)

約
三
十
年
前
の
『
プ
ェ
ピ
ア
ン
社
会
主
義
論
集
』
に
お
い
て
、
シ
ド
ユ

ー
は
楽
観
的
な
巡
化
論
的
股
史
観
に
も
と
づ
き
、
社
会
変
革
の
条
件
と
し

ハ6
)

て
民
主
的
・
漸
進
的
・
道
徳
的
・
立
滋
的
の
四
条
件
を
あ
げ
て
い
た
。
第

一
次
大
戦
後
の
夫
妻
は
、
戦
後
恐
慌
と
労
資
対
立
の
先
鋭
化
、
ロ
シ
ア
革

命
の
衝
撃
、
サ
γ

ジ
カ
リ
ズ
ム
や
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
復
活
な
ど
を
萱
京

と
す
る
「
直
接
行
動
」
論
の
始
顕
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
必
ず
し
も
楽

(7
>

観
的
な
進
歩
史
観
を
と
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
漸
進
的
な
社
会
変
革
と

い
う
考
え
方
は
、
信
念
と
し
て
古
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2

資
本
主
義
企
業
の
社
会
化

次
に
、
夫
妻
の
社
会
主
義
へ
の
移
行
論
に
お
い
て
中
核
を
な
す
私
企
業

の
社
会
化
の
方
法
と
、
残
存
私
企
業
に
対
す
る
民
主
的
統
制
政
策
に
つ
い

て
検
討
し
よ
う
。

既
述
の
ご
と
く
、
夫
妻
の
社
会
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
特
に
公

益
性
の
強
い
業
種
で
、
か
つ
社
会
化
に
適
す
る
ほ
ど
に
成
飢
し
た
と
判
断

さ
れ
る
産
業
か
ら
漸
次
的
に
社
会
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
夫
妻
は
こ
の

社
会
化
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
有
償
方
式
を
提
案
し
て
い
る
。
彼
ら
は

そ
の
理
由
と
し
て
、
も
し
私
企
業
社
会
化
を
没
収
に
よ
っ
て
行
え
ば
、
①

有
産
階
級
の
強
硬
な
反
発
が
予
想
さ
れ
、
社
会
化
の
円
滑
な
進
展
を
損
な

う
こ
と
、
②
有
度
階
級
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
荷
の
生
活
を
混
乱

さ
せ
る
こ
と
を
あ
げ
、
有
償
方
式
は
一
時
的
に
国
庫
負
担
の
増
大
を
も
た

ら
す
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
経
費
は
、
累
進
課
税
や
相
続
税
に
よ

ハ8
〉

っ
て
、
有
産
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
公
有
化
さ
れ
る
以
前
の
私
企
業
に
対
し
て
、
夫
妻
は
ど
の
よ
う
な

措
置
を
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
こ
れ
を
私
的
企
業
の
民
主
的

統
制
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
要
点
は
、
①
工
場
立
法
の
実
施
と
最
低
賃
銀
の
保

降
、
②
社
会
の
必
要
と
す
る
財
と
サl
グ
ィ
ス
の
生
産
の
確
保
、
③
生
産

能
率
の
増
進
、
@
生
産
物
価
格
の
統
制
に
よ
る
利
潤
の
制
限
、
で
あ
る
。

さ
ら
に
私
的
企
業
に
発
生
す
る
不
労
所
得
に
対
し
て
は
課
税
に
よ
る
そ
の

社
会
的
吸
収
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
夫
妻
は
こ
れ
ら
の
諸
原
則
を
私
企
業

に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
実
現
と
全

社
会
的
な
生
産
能
率
の
向
上
を
意
図
し
て
い
る
。
私
的
企
業
は
、
科
学
的

な
能
率
測
定
に
も
と
づ
く
結
果
の
如
何
に
従
っ
て
報
酬
(
利
潤
〉
を
得
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
家
・
自
治
体
・
労
働
組
合
に
よ
る
私
企

業
に
対
す
る
民
主
的
統
制
諸
原
則
の
実
施
と
監
視
は
、
非
効
率
企
業
を
除

去
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
実
現
の
基
盤
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い



る官
3

社
会
主
義
へ
の
内
刊
行
の
主
体

夫
裂
の
社
会
主
義
の
日
的
は
、
民
主
主
義
の
抗
微
に
よ
っ
て
、
勤
労
大

衆
に
生
活
と
白
山
に
お
け
る
故
大
山
の
機
会
均
等
を
保
陣
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
従
っ
て
彼
ら
の
社
会
主
義
は
明
ら
か
に
勤
労
階
級
の
た
め
に
主
張

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
る
べ
き
点
は
、
夫
一
裂
が
勤
労
階
級
の

う
ち
圧
倒
的
大
多
数
を
し
め
る
筋
肉
労
働
者
附
川
を
、
社
会
主
義
へ
の
移

行
の
担
い
手
と
し
て
必
ず
し
も
い
川
制
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ

る
。
中
十
八
一
設
に
お
い
て
は
、
筋
肉

u
w例
名
附
M川
に
応
々
み
ら
れ
る
利
己
的
怠

業
的
態
度
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
強
い
不
伯
感
が
存
在
し
て
い
た
。
す
な

わ
ち
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
「
労
州
問
者
も
あ
る
江
川
仰
で
資
木
家
以
上
に
陥
人
化

し
て
い
る
」
し
、
「
出
来
る
だ
け
働
か
ず
、
出
来
る
だ
け
高
い
賃
銀
を
得

(
川
)

ょ
う
と
す
る
苑
授
に
も
等
し
い
」
態
度
か
横
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

失
裂
が
信
州
制
し
、
社
会
主
義
社
会
の
あ
る
べ
き
人
間
像
を
体
引
出
し
て
い

論
る
と
み
な
し
た
の
は
、
頭
脳
労
働
者
で
あ
っ
た
。
夫
妥
は
彼
ら
を
「
知
的

試
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」

(
E
m
-
-
R
Z回目
胃
巳
a
R
E

〉
と
も
、
「
新
社

ハU
〉

劃
会
附
」
(
ロ
ロ
ロ
E
m
n
E
n
v
m

凹
白
色
丘
町
)
と
も
呼
ん
で
い
あ
。
こ
り
陥
回

全
に
属
す
る
人
々
は
、
す
で
に
労
働
組
合
や
消
費
組
合
の
役
員
と
し
て
、
国

叫
室
、
地
方
自
治
体
の
官
吏
と
し
て
、
資
本
制
企
業
内
に
お
け
る
経
営
者
・

想
会
計
士
・
技
師
な
ど
生
産
手
段
の
所
有
か
ら
分
離
さ
れ
た
有
給
管
理
者
と

げ
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
各
種
の
自
由
職
業
専
門
家
と
し
て
、
多
数
続
出
し
て

h
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
夫
妥
は
彼
ら
を
、
「
正
直
で
勤
勉
で
自
ら
の

〔
ロ
〉

業
務
を
来
た
す
の
に
適
し
、
そ
の
職
能
を
十
分
に
来
た
し
」
て
い
る
と
高

く
評
側
し
た
。
夫
妥
に
お
い
て
は
、
「
知
的
プ
ロ
レ
y
リ
ア
1

ト
」
の
兵
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備
す
る
科
学
的
精
神
と
営
利
を
目
的
と
し
な
い
公
共
奉
仕
の
精
神
こ
そ
が

社
会
主
義
社
会
の
構
成
員
の
エ
ー
ト
ス
と
な
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

夫
妥
に
と
っ
て
社
会
主
義
へ
の
移
行
は
、
前
述
の
三
つ
の
民
主
主
義
に

対
応
す
る
訪
組
織
の
発
肢
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
移
行
に
お
い
て
夫
妻
が
「
知
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
に
期
待
し
た
役

割
は
、
上
記
の
社
会
主
義
的
エ
l
ト
久
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
①

消
吹
組
合
を
収
附
・
情
実
な
ど
の
腐
敗
的
現
象
ゃ
、
組
ム
員
の
無
関
心
と

役
員
の
官
ぽ
主
義
か
ら
脱
却
さ
せ
、
②
労
働
組
合
を
団
体
的
排
他
性
と
狭

院
な
特
殊
利
益
へ
の
附
軌
か
ら
解
放
し
、
①
ま
た
彼
ら
の
社
会
主
義
理
念

を
政
治
的
に
実
現
す
る
役
割
を
担
う
べ
き
労
働
党
を
、
大
労
働
組
合
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
救
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
言
で
い
え
ば
、
国
民

の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
勤
労
者
の
啓
蒙
・
啓
発
、
こ
れ
が
知
的
専
門
家

に
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
不
合
理
と
無
理
性
に
か
わ
る
知
識
と
科
学
、

私
利
私
欲
を
否
定
す
る
奉
仕
の
精
神
、
こ
れ
こ
そ
社
会
主
義
の
実
現
に
と

っ
て
不
可
欠
の
エ
ー
ト
ス
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
言
す
る
と
、

社
会
主
義
へ
の
移
行
の
担
い
手
は
、
夫
妻
に
あ
っ
て
は
こ
う
し
た
エ
l

ト

ユ
の
具
現
者
に
よ
っ
て
啓
発
・
指
導
さ
れ
た
勤
労
大
衆
に
外
な
ら
な
い
。

以
上
が
夫
妻
の
移
行
論
の
概
要
で
あ
る
。
移
行
期
の
経
済
政
策
は
か
な

り
具
体
的
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
労
働
党
政
権
下
で
実
施
さ
れ
た
諸

政
策
の
基
盤
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
移
行
の
動
因
と
主
体
の
把
握
に
つ
い

て
は
不
明
確
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
民
主
主
義
の
徹
底
こ
そ
社
会
主
義
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
階
級
の
闘
争
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
夫
妻
は
移
行
期
に
お
け
る
階
級
闘
争
を
予
想
し

て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
無
秩
序
と
非
効
率
じ
か
意
味
せ
ず
、
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移
行
を
阻
害
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
お
け
る
移
行
の

動
因
は
「
社
会
的
奉
仕
の
精
神
」
と
「
科
学
的
精
神
」
の
発
展
で
あ
り
、

そ
の
担
い
手
は
知
的
プ
ロν
タ
リ
ア

l

ト
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、

夫
妻
自
身
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
「
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
で
あ
り
、
ま
た

ハM
V

希
望
」
の
表
明
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
後
の
ピ
ア
ト
リ
ス

の
言
に
あ
る
と
お
り
、
夫
妻
は
「
よ
か
れ
悪
し
か
れ
漸
進
の
不
可
避
性
を

ハ
ロv

信
じ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

(
1
u
m・
h
w
切
・
4
『
5
Y
O
語

a
s
a
h
g
h
V
M
g・
ハ
丸
岡
訳
、
五
六
七
ベl

A
Y〉
。

〈2
〉
L
g
R
・
E
-
u
s
l
U
N
D
-
ハ
丸
岡
訳
、
五
六
八
l

九
ベ
ー
タ
)
。

(
3
)
L『
忠
弘-
B
-
ω同
十
回
・
〈
丸
岡
訳
、
五
七
四
|
五
ペ
ー
ジ
)
。

ハ4
)
ω
・
巧
$
F
M
4
尽
E

宮
号

h
u向、
4
H
S
H
守

Uコ
マ-
S
。
足
、
E
E
B

吋
g
n
p
Z
0・
N
S
-
匂
H
V
-
E
-
H
H

・

ハ5
〉
の
・
切
・ω
E
司
令
品
・γ
H
U
E
-
s
b
g胃
S

匂
R
E
叫S
-

の
g
H

問
。

〉
ロ
g
E

品
C
ロ
唱
山
口
呂
田
由
・

〈6
〉
L
S
R
司
-
P

(
7
)
句
-
h
v
回
・
巧
O
F
F
-
n
v
E
S
ミ
叫S
F
E

・
g
-
由
・
ハ
丸
岡
訳
、
一
一
一
三
三

!
五
ペ
ー
ジ
〉
。

(
8
〉
L
E
R
・
司
司
・
ω
ω
N
l印
・
〈
丸
岡
訳
、
五
八
二
l

五
ペ
ー
ジ
)
.

(
9
)
L
g
R
.
‘
H
U
P
2∞I
S
M
-
(丸岡
訳
、
五
六
七
|
八
一
ベI
A
Y
V

(
叩)
ω

持
切
・
4
司
m
g
-
b
m
S
F問
者-
H
S
l
ω・
(
安
部
訳
、
一
九
七
ベ
ー
タ
〉
。

(
日)
L
S町
民J
M
U司
・
ロ
ナ
印
・
ハ
安
部
訳
、
一
五
O
l
一
ペ
ー
ジ
)
。

ハ
ロ)
L『
営
・
n円

〈
日)
ω
・
侍
切
・
当

$
F
S

芯

P
E
g
s
-
D
4
Y
E

言
』

h
g
S
S
F

ド
ロ
ロ
岡
g
g

師
、
店M
Y
3
・
M
S
l
ω∞
N
・
(
山
村
喬
訳
『
泌
総
組
A口
運
動
同

同
入
社
、
一
九
二
五
年
、
三
一
一
一
五
l

四
三
四
ベ
ー
タ
〉
。

ロ
〉
ω
・
持
切
・
巧
叩
σ
σ・
3

回
同
宣
ロ
ミ
ミ
ヨ
・
色
町S
S

な
苫F
E

ロ
同
・

B
8
9
5
0
・
習
叫
H
Z

寵
畑
寒
村
監
訳
、
飯
田
開
・
高
橋
洗
訳
『
労

働
組
合
運
動
の
歴
喜
下
巻
、
日
妻
働
協
会
、
一
丸
主
一
卒
、
八
一
一
一
一
一
一
|

五
ペ
ー
ジ
)
。

日
)
ω
・
骨
切
・
巧
0
5
・
P

怒
号
ミ
宮
崎
、
咽
予
定l
白
・
(
丸
岡
訳
、
三
二
一
丁

五
ベ
ー
タ
〉
。

詰
)
里
子
宮
臼
山
口
(
丸
岡
訳
、
六
円δ
ベ
1
3
・

ハ
ロ
〉
切
・
巧0
5
・
。
号
、
白
ミ
語
、
急
念
、
宮
口
問

g
g
E

∞
-
M
V
S

五

結

ぴ

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
確
立
期
に
お
け
る
ウ
且
ツ
プ
夫
妻
の

社
会
主
義
像
の
特
徴
点
は
何
か
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
の
提
起
し
た
問
題

の
核
心
は
何
か
。
以
下
本
稿
の
総
括
と
し
て
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
。

本
稿
が
あ
げ
て
論
証
し
よ
う
と
し
た
点
は
「
民
主
主
義
と
効
率
の
統
一

的
実
現
」
と
い
う
思
想
こ
そ
は
夫
妻
の
魂
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き

る
。
こ
の
こ
と
を
筒
潔
に
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
思
想
は
、
ま
ず
従

来
の
政
治
と
経
済
の
制
度
を
批
判
す
る
観
点
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
批
判
に
お
け
る
①
盲
目
的
利
潤
獲
得
競
争
に
よ
る

生
産
力
の
浪
費
、
①
資
本
家
の
独
裁
に
よ
る
勤
労
大
衆
の
人
格
的
自
由
の

疎
外
、
の
ニ
観
点
。
さ
ら
に
統
治
制
度
批
判
に
お
け
る
①
業
務
過
多
と
機

能
混
交
に
よ
る
統
治
の
非
効
率
、
①
資
本
家
の
政
治
支
配
に
よ
る
民
主
主

義
の
歪
曲
、
の
二
観
点
で
あ
る
。
夫
妻
は
以
上
の
ご
と
き
現
状
批
判
の
観

点
を
ふ
ま
え
て
政
治
と
経
済
の
民
主
化
と
効
率
化
を
追
求
し
た
。
夫
妻
に

と
っ
て
こ
の
二
つ
の
原
点
の
統
一
的
実
現
こ
そ
社
会
主
義
に
他
な
ら
な
い
。

国
民
議
会
の
分
割
案
は
、
そ
の
実
行
可
能
性
は
別
と
し
て
、
一
方
に
お
い

て
統
治
の
効
率
化
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
過
度
の
中
央
集
権
化
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の
弊
容
を
除
去
し
、
国
以
内
の
基
本
的
人
権
を
最
大
限
に
保
護
す
る
窓
図
か

ら
構
想
さ
れ
て
い
る
。
地
方
向
治
体
の
京
税
と
そ
の
改
革
構
想
も
同
様
の

立
図
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
産
業
に
お
け
る
社
会
主
義
の
構
想

に
お
い
て
も
、
央
主
は
凶
悩
版
業
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、
自
治
体
事

業
と
任
意
加
入
の
消
究
協
同
組
合
の
発
展
の
う
ち
に
、
国
民
の
自
由
な
創

意
工
夫
の
発
即
時
を
期
待
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
主
的
産
業
経
営
の
構
想

に
お
い
て
は
、
政
策
決
定
と
日
常
管
理
業
務
の
分
離
に
よ
る
経
営
効
率
化

と
と
も
に
、
労
働
者
と
州
伐
者
の
経
営
参
加
を
媒
介
と
す
る
経
営
民
主
化

が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
み
ら
れ
る
「
民
主
主
義
と
効
率
の
統
一
的
実
現
」
の
思
想
は
、

第
一
次
大
戦
直
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
|
|
一
方
に
お
け
る
マ
ス
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
大
衆
社
会
化
、
他
方
に
お
け
る
戦
争
を
直
接
的
契
機
と
す
る

政
治
・
経
済
機
構
の
肥
大
化
と
官
僚
化
(
独
占
の
成
長
、
政
府
に
よ
る
経

済
統
制
の
拡
大
)
の5
ち
に
位
低
づ
け
て
み
る
と
、
そ
の
合
意
は
明
白
で

あ
る
。
夫
妥
は
複
雑
化
し
巨
大
化
し
て
ゆ
く
社
会
機
構
の
運
営
に
と
っ
て
、

専
門
的
知
識
に
も
と
づ
く
科
学
的
・
合
理
的
な
政
策
形
成
と
苛
宝
山
決
定
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
・
た
。
し
か
し
同
時
に
、
・
い
か
に

合
理
的
な
政
策
決
定
で
あ
ろ
う
と
も
、
大
衆
が
そ
の
意
味
を
理
解
し
協
力

し
な
け
れ
ば
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
夫
妻
が
解
決
す
べ
き
民
主
主

義
の
課
題
(
効
率
的
な
社
会
組
織
の
巡
営
と
大
衆
の
自
治
と
の
両
立
〉
が

あ
っ
た
。
夫
妻
は
こ
の
課
題
に
対
し
て
前
述
の
ご
と
き
社
会
主
義
社
会
の

構
想
を
も
っ
て
回
答
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
構
想
は
同
時
に
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
か
ら
の
批
判
に

対
す
る
夫
妻
の
回
答
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
は
①
労
働
者
の
疎
外
の
問
題
を
夫
妻
は
無
視
し
て
い

る
、
①
夫
妻
の
社
会
主
義
は
官
僚
的
・
権
威
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
夫
妻

を
批
判
し
た
。
夫
妻
に
よ
れ
ば
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
の
主
張
す
る
労
働

者
に
よ
る
「
産
業
自
主
管
理
」
が
そ
の
ま
ま
実
現
さ
れ
れ
ば
、
労
働
者
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
前
面
に
出
て
、
経
営
の
効
率
を
損
い
、
消
費
者
の
利
益
を

阻
害
す
る
。
労
働
者
の
利
害
は
、
全
共
同
社
会
の
利
益
と
必
ず
し
も
一
致

し
た
い
部
分
利
害
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
に
よ
る
産
業
支
配
は
民

主
主
義
の
否
定
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
で
夫
妻
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
の

主
張
を
斥
け
た
が
、
他
方
で
彼
ら
か
ら
の
刺
激
を
受
け
た
こ
と
も
無
視
し

え
な
い
。
資
本
主
義
批
判
に
お
け
る
「
人
格
的
自
由
」
の
不
平
等
の
強
調
、

経
営
民
主
化
構
想
に
お
け
る
労
働
組
合
代
表
の
経
営
移
加
の
重
視
に
そ
の

例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
、
と
く
にG
・

D
・

H

.
コ
ー
ル
と
の
思
想
的
緊
張
関
係
こ
そ
夫
奏
が
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構

成
』
を
執
筆
し
た
一
つ
の
重
要
な
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

:
、
。

品
向
L以

上
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
夫
妻
の
社
会
主
義
の
構
想
は
、
一
般
的
に

は
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
解
決
を
せ
ま
ら
れ
て
い
た
政
治
的

・
経
済
的
再
編
成
の
問
題
へ
の
回
答
を
意
図
し
、
特
殊
的
に
は
ギ
ル
ド
社

会
主
義
へ
の
反
批
判
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
回
答
に
対
し

て
は
、
す
で
に
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
多
く
の
問
題
点
や
疑
問
点
を
指

摘
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
提
起
し
た
問
題
|
|
民
主
主
義
と

効
率
の
統
一
的
達
成
ー
ー
そ
の
も
の
は
、
そ
の
回
答
の
内
容
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
現
代
的
な
重
要
問
題
で
あ
る
こ
と
を
何
人
も
否
定
し
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
ー
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さ
ら
に
、
今
一
つ
、
夫
妥
に
お
け
る
知
的
専
門
家
〈
知
的
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
)
の
霊
視
に
つ
い
て
、
改
め
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
夫
妻
は
た
び
た

び
官
僚
的
・
権
威
的
と
し
て
批
判
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
点
に
か
か
わ

る
。
夫
妻
が
知
的
専
門
家
に
期
待
し
た
役
割
は
、
一
方
で
科
学
的
調
査
研

究
を
つ
う
じ
て
社
会
運
営
の
効
率
化
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
啓

蒙
と
啓
発
を
つ
う
じ
て
大
衆
に
科
学
的
知
識
と
奉
仕
の
精
神
を
注
入
し
、

社
会
迎
営
に
対
す
る
民
衆
の
参
加
の
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
こ
れ
は
一
一
山
で
エ
リ
ー
ト
的
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
官

僚
的
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
官
僚
主
義
の
弊
害
を
最
も

強
く
恐
れ
た
の
も
夫
必
で
あ
っ
た
。
そ
れ
放
に
こ
そ
民
衆
的
統
制
の
意
義

を
強
調
し
、
そ
れ
を
保
昨
す
る
た
め
の
具
体
的
措
位
を
も
り
込
ん
だ
新
社

会
の
お
木
併
成
を
附
加
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
夫
姿
の

全
体
像
の
汗
川
に
か
か
わ
る
況
裂
な
ポ
イγ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
一
例
を

あ
げ
よ
う
。
わ
が
川
の
代
表
的
な
ウ
ェ
ッ
プ
夫
裂
の
研
究
者
間
嘉
彦
氏
は
、

夫
妥
の
ソ
ヴ
ェ
ト
共
兆
五
品
へ
の
仙
叫
ん
午
の
傾
倒
が
、
彼
ら
の
生
涯
と
思
想

を
詳
細
に
枚
一
目
す
る
と
必
ず
し
も
「
転
向
」
と
は
い
え
な
い
と
し
、
そ
の

水
質
的
原
悶
は
、
夫
妻
の
川
心
似
が
も
と
も
と
科
学
偏
重
、
官
僚
重
視
、
民

主
主
義
飢
や
日
山
仰
に
お
け
る
一
一
則
的
地
加
、
日
的
突
川
惜
の
た
め
の
手
段

の
軽
視
な
ど
の
「
致
命
的
欠
陥
」
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
主
-
仏
し
て
い
る
。
つ
ま
り
開
氏
は
、
ゥ
ェ
ッ
プ
・
夫
妻
を

「
官
僚
主
義
的
全
体
+
+
表
」
の
傾
向
・
を
持
つ
者
と
抱
強
す
る
の
で

b
uが
、

こ
の
径
の
見
解
が
か
た
り
一
凶
的
で
あ
る
こ
し
-
は
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
ハ
以
一
伐
に
才
、
必
の
ソ
グ
ェ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
の
傾
倒
に
つ
い

(

2

)

{

3

)

 

て
は
、
こ
れ
守
小
人
必
の
「
変
節
」
あ
る
い
は
「
自
己
批
判
」
と
み
な
す
評 仰

が
存
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
あ
ら
か
じ
め
一
言
す
る
な
ら
ば
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
コ
ミ
ュ
ユ
ズ
ム
を
分

析
す
る
視
角
と
フ
レ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
は
す
で
に
こ
の
確
立
期
の
思
想
の
中

に
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
別
稿
で
こ
の
こ
と
を
明
き
ら
か

に
し
た
い
と
考
え
る
。

(
1〉
関
嘉
彦
『
英
国
社
会
主
義
l
l

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
理
論
家
醤
、
弘
文

堂
、
一
九
五
二
年
、
四
五
ペ
ー
ジ
、
七
一
|
四
ペ
ー
ジ
ロ

(
2〉
冨
-
H
E
-
p
u
寸E
h
叫
』Sミ
ミ

h
S客
語

g
n
E
S
宮
・
問
。E
O
B
B


H
U
B
-咽
・
M
g
・

(
3〉
同
-
H同
o
g
E
司
目
、

E
F
2
3
.
高
ミ
ミl
l
-
-匂
毘
芯
ヱ
ミ
吉
田
包

S
U

。
、h
白

F
E
n
d司
m
r凶g
E

品
g
ι
z
n
o
E
P
H
g
少
苫
-
M
伊
ヤ
日
・
(
鈴

木
幹
久
・
永
井
義
雄
訳
『
イ
ギ
リ
久
労
働
史
研
究
』
、
ミ
ネ
ル
グ
ア
曾
政
、

一
九
六
八
年
、
二
三
。
ー
一
ペ
ー
ジ
)
。
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グ
ラ
ム
シ
研
究
は
別
犯
新
し
い
段
階
を
む
か
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
山
一
に
何
と
い
っ
て
も
、
一
九
七
五
年
に
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
グ

ラ
ム
シ
研
究
所
・
ヴ
ア
レ
ン
テ
ィ
l

ノ
・
ジ
ェ
ル
ラ
タ

l

ナ
編
集
に
な
る

へI
)

新
制
集
版
「
以
小
ノ
l

ト

L
企
凶
巻
の
存
認
が
今
後
の
研
究
の
鎚
と
な
る

こ
と
は
維
に
も
仰
持
論
の
'
川
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ゐ
う
。
こ
の
新
版
「
獄

中
ノ
l

ト
」
の
刊
行
に
よ
っ
て
年
代
順
に
グ
ラ
ム
シ
の
理
論
構
築
を
追
跡

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
草
稿
も
収
録
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
完
成
秘
と
の
共
同
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
で
彼
の
関
心
の
推
移

や
力
点
も
明
硲
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
吏
に
武
重
な

の
は
、
グ
ラ
ム
シ
が
獄
中
で
読
み
え
た
書
籍
の
リ
ス
ト
が
、
総
集
引
と
註

に
あ
て
ら
れ
た
第
凶
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の

知
的
・
政
治
的
環
肢
か
ら
グ
ラ
ム
シ
の
思
想
を
陥
射
し
て
ゆ
く
作
業
に
不

桜

夫

井

哲

可
欠
の
資
料
だ
と
忠
わ
れ
る
。

さ
て
、
次
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
傾
向
と
し
て
、
マ
リ
ア
・
ア
ソ
ト
ユ

[2)

エ
ッ
タ
・
マ
ッ
チ
オ
ッ
キ
の
『
グ
ラ
ム
シ
の
た
め
に
』
(
一
九
七
四
年
〉
に

代
山
川
訳
さ
れ
る
極
め
て
現
代
的
で
大
胆
な
グ
ラ
ム
シ
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
る
。

中
国
の
文
化
大
革
命
の
思
想
と
の
グ
ラ
ム
シ
思
想
の
対
比
や
「
南
部
」
問

題
に
聞
す
る
考
察
を
現
代
の
南
北
問
題
へ
と
結
び
つ
け
て
ゆ
く
彼
女
の
独

自
の
グ
ラ
ム
シ
論
は
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党
や
フ
ラ
γ
λ

共
産
党
か
ら
の
批

(
3
)
 

判
を
浴
び
、
多
く
の
波
紋
を
生
ん
だ
と
は
い
え
、
多
く
の
知
的
刺
激
を
も

た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
六
0
年
代
後
半

か
ら
七
0
年
代
に
か
け
て
、
獄
中
に
あ
っ
た
グ
ラ
ム
シ
と
イ
タ
リ
ア
共
産

党
と
の
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
資
料
が
お
お
や
け
と
な
っ
て
、
路
線
転
換

(
4
)
 

を
め
ぐ
っ
て
の
グ
ラ
ム
シ
の
政
治
的
孤
立
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
グ
ラ
ム
シ
解
釈
の
非
ト

り
ア
ッ
テ
ィ
化
現
象
が
開
始
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
と
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も
す
れ
ば
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
の
影
が
映
じ
て
い
た
グ
ラ
ム
シ
研
究
の
革
新
、

こ
れ
こ
そ
が
裁
々
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
本
稿
は
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
。

(
1
)
〉
・
の
包
目
的
n
r
o
g
品
。
白
山
内E
n
R
n
R
P
O
岳
民
O
B
R
E
g
e

弓

宮
町
宮
件
。
の
『
自
国
民
「
田EH
同
品
目
〈
回
目
自
民
ロo
の
o
司
巴

g
p

品

4
0
-
r

阿
古
田
口
品
目-
s
a
-

な
お
、
こ
の
新
版
に
つ
い
て
は
す
で
に
竹
村
英
輔
氏
に

よ
る
紹
介
が
あ
る
。
『
現
代
と
思
想
』
第
一
一
一
一
一
号
、
一
九
七
六
年
。

ハ2
〉
冨
R
E

・
〉
回
件
。
口
向
。
浮
白
冨
同

n
n
山o
n
n
R
M
V
D
Rの円
曲
目R
r
m
O
E
-
-
H
U
F

イ
タ

p

ア
語
版
は
、
旬
。
円
。
『
曲
目
印

n
r
ロ
冨
ロ
ユ
p
o
-
-由芯
・

(
3
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
マ
ッ
チ
オ
ッ
キ
自
身
の
記
述
を
み
ら
れ
た
い
。Z•• 

〉
-
呂
田
n
n
5
n
r
r
p
z
F
g
n
p
r
z
・
5
3
・
宅
・

N
&
i
N
F

(
4〉
マ
ッ
チ
オ
ッ
キ
は
、
一
九
三
七
年
に
脅
か
れ
た
ト
レ
ッ
ソ
の
-
証
言
ゃ
、
一

九
七
六
年
に
会
っ
た
テ
ル
ラ
チ

l
z

の
証
言
を
紹
介
し
て
い
る
包
冊
目
白

喝
E
R
P

司

-
M色
|
旧
日
ロ
〉
が
、
こ
の
他
、
党
の
路
線
転
換
を
め
ぐ
る
党
内
の

対
立
な
ど
に
つ
い
て
は
、
北
原
教
「
フ
γ

シ
ズ
ム
時
代
の
大
衆
の
組
織
化
」

『
社
会
巡
踊
史
』
第
七
号
、
一
九
七
八
年
、
ご
一
一
一
只
以
下
。

関
係
性
の
弁
証
法

グ
ラ
ム
シ
の
川
心
訟
の
基
本
的
視
座
と
し
て
、
筆
者
は
こ
こ
で
「
関
係
性
」

と
い
う
概
念
を
拠
出
し
て
お
き
た
い
。
歴
史
的
-
フ
ロ
ッ
ク
と
か
ヘ
ゲ
モ
ニ

オ
ル

d
n
-
-
1
2

ー
、
あ
る
い
は
或
る
社
会
集
印
の
「
掠
官
と
な
る
」
知
識
人
(
有
機
的
知

識
人
〉
と
い
っ
た
グ
ラ
ム
シ
特
有
の
概
念
は
い
ず
れ
も
こ
の
基
本
棋
念
と

し
て
の
「
凶
係
性
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま

ず
こ
の
点
か
ら
全
体
像
解
明
の
一
歩
を
踏
み
だ
す
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
「
人
間
と
は
一
つ
の
過
程
」
(
官
D
n
g

る

で
あ
り
、
も
う
少
し
正
峨
に
言
え
ば
「
そ
の
行
動
の
過
程
」
な
の
で
あ
る

(
新
編
集
版
「
獄
中
ノl
ト
」
第
二
巻
、
一
三
四
四
頁
、
以
後
こ
れ
をQ

E

二
二
四
四
と
い
う
よ
う
に
略
記
可
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
過
程
」
と

い
う
用
語
は
、
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
が
フ
ラ
γ

ス
語
版
『
資
本
論
』
の
「
労

働
過
程
」
論
に
註
記
し
た
次
の
一
文
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
ヨ
過
程
守
g
n
g
〉
』
と
い
う
言
裁
は
、
そ
の
現
実
の
諸

7
ν
φ
y
J
7
b
 

条
件
の
総
体
(
集
合
〉
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
発
展
を
あ
ら
わ
し

ハl
v

て
い
る
:
:
:
」
す
な
わ
ち
、
マ
ル
グ
ス
は
「
労
働
過
程
」
を
自
然
紫
材
に

対
し
て
人
間
自
身
が
一
つ
の
自
然
力
と
し
て
相
対
し
、
外
部
の
自
然
に
働

き
か
け
つ
つ
自
分
自
身
の
自
然
を
変
化
さ
せ
る
「
過
程
」
、
人
間
と
自
然
と

の
物
質
代
謝
と
し
て
の
「
過
程
」
と
し
て
把
担
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
グ
ラ
ム
シ
も
ま
た
そ
れ
を
強
く
意
識
し
つ
つ
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
彼
は
言
う
。
何
よ
り
も
「
人
間
的
自
然
(
人
間
の
本
質
)
〈
E
Z
H
同

国
自
自
る
と
は
社
会
的
諮
問
係
の
総
体
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
間

一
般
」
を
否
定
し
、
人
聞
が
生
成
し
、
社
会
的
諸
関
係
の
変
動
と
共
に
不

断
に
変
動
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

(
Q
H
八
八
五
)
。
だ
か
ら
こ
そ
「
人

聞
を
一
連
の
能
動
的
諸
関
係
(
過
程
〉
と
し
て
把
鑓
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
り
、
し
か
も
「
各
々
の
個
体
(
個
人
〉
に
反
映
さ
れ
る
人
間
的
自

然
は
様
々
な
要
素
、
す
な
わ
ち
付
倒
体
ハ
個
人
)
、
白
他
者
、
伺
自
然
、
と

い
，
っ
た
様
々
な
襲
来
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
近

代
的
個
体
(
個
人
)
主
義
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
近
代

的
個
体
(
個
人
)
主
義
に
呪
縛
さ
れ
た
市
民
社
会
の
支
配
的
訪
科
学
は
、
物

象
化
さ
れ
た
事
実
を
立
脚
点
と
す
る
が
ゆ
え
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
立
場
を

再
生
産
す
る
、
す
な
わ
ち
思
の
原
因
を
個
体
と
し
て
の
人
閉
そ
の
も
の
に

お
く
と
い
う
、
人
間
を
制
限
さ
れ
た
個
体
と
し
て
把
掘
す
る
立
場
に
お
も
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と
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
諸
科
学
を
呪
縛
す
る
近
代

的
例
体
主
誌
の
似
氏
に
あ
る
「
間
有
の
突
休
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
理

念
は
成
附
で
あ
り
、
治
例
人
H

個
体
は
他
者
及
び
自
然
を
過
し
て
有
機
的

に
校
雑
な
生
態
系
的
沌
山
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
私
」

と
は
あ
く
ま
で
も
閃
係
的
・
依
他
的
存
在
な
の
で
あ
り
、
他
者
は
「
私
」

「
2
)

の
存
犯
条
件
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
グ
ラ
ム
シ
の
「
人
間
」
認
識
は
次

の
よ
う
な
紡
論
へ
到
泊
す
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
各
人
は
そ
の
結
び
目
で
あ
る

訪
問
係
の
全
総
体
を
変
化
さ
せ
、
変
革
す
る
限
り
に
お
い
て
自
己
を
変
え
、

市
北
小
す
る
と
い
え
る
」
(
以
上Q
H

一
一
一
一
四
四
1

一
三
凶
五
)
。
つ
ま
り
、

問
主
体
的
H

加
す
…
主
体
的
な
消
凶
係
が
思
を
再
生
産
す
る
以
上
、
社
会
的

訪
問
係
の
総
体
の
変
革
(
H
本
人
叩
)
に
お
い
て
こ
そ
真
の
自
己
変
革
が
実

現
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

υ

更
に
こ
う
し
た
社
会
的
変
革
と
自
己

変
革
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
鋭
く
み
つ
め
る
グ
ラ
ム
シ
の
視
線
は
、
近
代

的
個
体
主
義
に
支
え
ら
れ
た
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
理
を
も
と
ら
え
て

ゆ
く
。
彼
は
指
摘
す
る
。
「
人
は
近
代
デ
モF
ラ
シ
!
と
形
而
上
学
的
唯

物
論
及
び
観
念
論
の
一
定
の
形
態
が
平
行
し
て
発
展
レ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
平
等
は
一
八
世
紀
の
フ
ラ
γ

ス
唯
物
論
に
よ
っ
て

人
闘
を
自
然
史
の
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
つ
ま
り
社
会
的
・
歴
史
的
な
資

質
の
査
定
に
応
じ
て
で
は
な
く
、
自
然
的
資
質
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
て
は

い
る
が
、
い
か
な
る
場
合
に
も
本
質
的
に
は
そ
の
肉
類
と
等
し
い
と
さ

れ
る
生
物
学
上
の
種
の
中
の
個
体
に
還
元
す
る
こ
と
の
な
か
に
追
求
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
町
我
々
は
み
な
生
ま
れ
た
と
き
は
裸
だ
』

と
い
う
通
俗
的
主
艇
と
し
て
人
々
が
抱
い
て
い
る
世
間
智
H

常
識
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
」
(
Q
E
一
二
八0
1

つ
ま
り
、
近
代
的
個
体
主
義
に
支
配
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さ
れ
た
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
す
べ
て
を
個
体H
個
人
の
能
力
〈
生
ま

れ
つ
き
の
能
力
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
の
名

の
も
と
に
新
た
な
附
級
支
配
の
道
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
個
体
(
個

人
)
主
義
に
民
間
を
お
く
ヒ
ュ
l

マ
ユ
ズ
ム
に
つ
い
て
み
て
み
る
な
ら
、

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ

l

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
心
を
な
す
「
主
体
」ハ3

〉

(
凹
丘
四
円
〉
の
期
比

1酬
は
「
目
下
」
(
師
三
件
〉
の
理
論
で
も
あ
る
と
い
う
発
言
に

注
目
し
て
み
よ
う

d

す
な
わ
ち
、
か
け
が
え
の
な
い
自
己
と
い
っ
た
個
体

H

個
人
を
第
一
に
、
無
条
件
に
是
認
す
る
思
想
は
、
尊
厳
の
証
と
し
て
の

.
，
，
a
ナ
M
V占z
y

「
間
有
の
自
己
L
の
泌
波
日
時
外
、
す
な
わ
ち
「
狂
気
」
を
隔
離
す
る

思
想
で
あ
っ
て
ケ
た
。
つ
ま
り
、
個
体
を
統
御
し
え
な
い
人
間
H

主
体
は

も
は
や
人
間
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
個
体
の
尊
重
」

と
は
、
関
係
的
・
依
他
的
存
在
で
あ
る
「
私
」
の
「
私
物
化
」
を
生
み
、

「
私
の
私
物
化
」
は
必
然
的
に
「
他
者
の
私
物
化
」
へ
と
進
ま
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
論
理
H

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
フ
l

コ

ー
に
よ
れ
ば
、
一
七
・
一
八
世
紀
は
規
律
・
訓
練
的
な
社
会
を
形
成
す
る

の
で
あ
り
、
一
八
此
紀
フ
ラ
γ
ス
唯
物
論
を
代
表
す
る
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ

の
『
人
問
機
械
論
』
は
「
精
神
の
唯
物
論
的
還
元
で
あ
る
と
同
時
に
訓
育

の
一
般
理
論
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
立
場
の
中
心
に
は
分
析
可
能
な
身

体
へ
換
作
可
能
な
身
体
を
む
す
び
つ
け
る
『
従
順
』
の
概
念
が
ひ
ろ
く
ゆ

(
4
)
 

き
わ
た
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
自
動
人
形
」
の
世
紀
で

も
あ
る
一
八
世
紀
か
ら
生
ま
れ
た
近
代
デ
モ
グ
ラ
γ
l

は
、
ヒ
ュ
l

マ
ユ

ズ
ム
と
同
様
に
近
代
的
個
体
主
義
を
基
盤
と
す
る
が
ゆ
え
に
ま
さ
に
管
理

社
会
の
支
配
論
理
に
も
容
易
に
転
化
し
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
く

し
て
近
代
社
会
な
い
し
近
代
市
民
社
会
は
、
「
扮
除
と
選
別
の
体
系
」
と
し
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て
存
立
し
て
き
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
グ
ラ
ム
シ
に
戻
れ
ば
、
我
々
の
社
会

に
お
い
て
は
ま
さ
に
「
社
会
的
・
歴
史
的
な
資
質
の
査
定
に
応
じ
て
」
人

々
が
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
も
っ
と
簡
潔
に
言
え
ば
、
人
々
は
「
生
き

て
き
た
軌
跡
」
更
に
は
そ
の
人
々
が
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
生
み
だ
し

て
き
た
も
の
|
|
例
え
ば
そ
れ
が
「
友
愛
」
で
あ
っ
て
も
い
い
ー
ー
に
よ

っ
て
評
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
次
に
こ
う
し
た
近
代
的
個
体
主
義
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

J
t
"
-守
'
d
τ
h
vオ
u，

て
き
た
狂
気
の
釧
除
か
ら
精
神
の
矯
正
H

規
格
化
に
伴
っ
て
成
立
す
る
精

神
医
学
に
対
す
る
グ
ラ
ム
シ
の
考
祭
を
検
討
し
て
み
た
い
。
彼
が
精
神
医

学
、
特
に
フ
ロ
イ
ト
聞
論
に
閃
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
「
獄
中
ノ
ー

ト
」
に
お
け
る
「
最
も
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
l

グ
」
と
し
て
の
フ
ロ
イ
ト
と

い
う
記
述

(
Q
H
一
間
九
一
〉
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、
こ
こ
で
は

妥
ジ
ウ
リ
ア
の
病
を
め
ぐ
っ
て
耗
姉
タ
チ
ア
ナ
あ
て
の
手
紙
で
展
開
さ
れ

た
見
解
に
ま
ず
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。

妻
ジ
ウ
リ
ア
の
約
神
.
小
山A
に
附
す
る
タ
チ
ア
ナ
か
ら
の
手
紙
に
答
え
て
、

グ
ラ
ム
シ
は
は
小
か
ら
の
手
紙
(
一
九
三
二
年
二
月
一
五
日
付
け
〉
の
中

で
次
の
よ
う
に
一
日
ぅ
。
日
分
の
中
心
的
な
印
象
で
は
、
ジ
ウ
リ
ア
の
心
理

的
不
均
術
状
態
の
放
も
品
川
大
な
政
状
は
ひ
ど
く
め
い
ま
い
な
、
精
神
分
析

療
法
の
迎
山
に
な
る
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
事
例
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
彼
女
が
こ
の
府
訟
に
剃
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
ひ
ど
く
信
用
し
き
っ

て
い
る
と
い
う
市
災
」
に
あ
る
(
傍
点
引
用
者
〉
。
約
神
分
析
療
法
は
ロ

マ
ソ
主
義
文
学
が
-
百
う
と
こ
ろ
の
「
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
た

人
々
合
自
己
冨
巴
叩D
R
巾
巴
〉
」
〈
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
多
く

多
級
多
様
〉
に
対
し
て
の
み
有
効
で
あ
る
よ
・
フ
に
思
わ
れ
る
。
続
い
て
彼

は
、
こ
の
「
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
た
人A
」
に
つ
い
て
一
一
一
月

七
日
付
け
の
手
紙
で
補
足
し
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
は
言
う
。
「
精
神
分
析

の
依
っ
て
立
つ
基
盤
か
ら
抜
け
だ
せ
る
現
実
的
で
具
体
的
な
こ
と
の
一
切

と
い
え
ば
、
精
神
分
析
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ

う
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
な
や
り
方
で
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
こ
と
と
古
い
習
慣
や
古
い
考
え
方
が
沈

澱
し
た
上
に
築
か
れ
た
現
実
の
風
潮
と
の
聞
で
多
く
の
人
々
の
意
識
の
中

に
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
舟
骨
を
観
併
わ
る
こ

b
、
で
す
」
(
傍
点

引
用
者
)
。
す
な
わ
ち
現
代
社
会
は
、
国
家
に
よ
る
個
人
へ
の
抑
圧
と
統
制
、

全
体
に
よ
る
構
成
分
子
へ
の
抑
圧
と
統
制
の
増
大
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
。
通
常
、
人
々
は
こ
の
状
況
を
同
調
〈
法
に
忠
実
)
か
あ
る
い
は
逃

避
(
懐
疑
主
義
〉
に
よ
っ
て
安
易
に
解
決
し
て
い
る
。
だ
が
突
は
何
も
解

決
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
抑
圧
さ
れ
た
情
念
が
病

的
に
爆
発
し
た
り
、
ま
た
官
僚
統
制
(
と
い
う
社
会
的
偽
善
)
の
強
化
が

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
た
人
々
」
と

は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
描
く
、
い
わ
ば
国
家
の
圧
力
を
中
間
集
団
の
介

在
な
し
に
も
ろ
に
こ
う
む
る
よ
う
な
社
会
に
特
有
な
関
係
か
ら
生
み
だ
さ

れ
て
レ
る
人
々
の
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
現
代
律
語
の
鉄
の
ご
と
き
規
律
に

よ
っ
て
盛
か
な
感
受
性
を
こ
な
ご
な
に
さ
れ
た
人
々
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
個
々
人
の
「
解
体
さ
れ
た
感
受
性
」
を
再
び
体
制
秩
序
に
順
応
さ

せ
る
こ
と
で
は
何
ら
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
例
え
ば
「
俗
界
の
法
皇
」

(
官
官
U
W
ロ
)
た
る
ク
ロ
l

チ
Z

が
イ
タ
リ
ア
で
果
た
し
て
い
る
よ
う

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
能
を
に
な
う
こ
と
を
選
ば
な
か
っ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
も
ま
た
自
身
「
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
た
人
身
」
の
一



人
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
な
ら
、
そ
れ
は
単
に
「
異
常
」
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
は
っ
て
す
む
川
題
で
は
な
い
。
か
く
し
て
グ
ラ
ム
シ
は
言
う
。
「
こ

の
よ
う
な
窓
時
で
、
こ
う
い
う
心
理
的
な
病
気
の
枠
に
お
い
て
は
人
は

『
自
分
自
身
の
医
省
』
に
な
れ
る
し
、
だ
か
ら
ま
た
な
る
べ
き
な
の
で

[5)す
。
」

「獄中ノート」の思想

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
グ
ラ
ム
シ
の
見
解
を
我
々
は
極
め
て
現

代
的
な
認
識
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
代
の
「
反
精
神
医

学
」
の
地
平
が
R

・

D

・
レ
イ
ン
の
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
存
在
根
拠
は

そ
れ
ら
存
犯
者
の
間
の
閃
係
で
あ
る
」
と
い
う
テ
l

ゼ
や
、
分
裂
症
は
山
品

名
の
中
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
関
連
系
の
中
に
あ
る
と
す
る
D

-
ク
l

メ
l

の
見
解
に
代
表
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
グ
ラ
ム
ジ
が
こ
の
立

場
に
極
め
て
近
い
こ
と
は
以
上
の
「
精
神
分
析
」
批
判
の
整
理
の
な
か
で

明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
れ
こ
れ
の
意
識
を
分
析

す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
問
題
は
あ
く
ま
で
も
あ
れ
こ
れ
の
意

識
の
総
体
的
変
革
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
認
識

に
た
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
次
の
よ
う
な
グ
ラ
ム
シ
の
皮
肉
も
理
解
で
き
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
主
義
は
な
に
よ
り
も
上
層

階
級
に
適
用
す
べ
き
『
科
学
』
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
プ
l

ル
ジ
ェ
(
あ

る
い
は
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
つ
い
て
の
風
刺
〉
を
敷
街
し
て
説
明
す
れ
ば
、

『
無
意
識
』
な
る
も
の
は
何
万
り
ラ
も
の
多
大
な
所
得
が
あ
っ
て
こ
そ
は

じ
め
て
は
じ
ま
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
」(
Q
四
一
八

一
一
一
一
二
)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
「
意
識
分
析
」
か
ら
「
意
識
変
革
」
へ
の
移
行

を
説
く
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
精
神
医
学
」
ば
か
り
か
支
配
的
諮
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科
学
を
も
批
判
の
射
程
に
お
く
こ
と
に
な
る
。
分
析
理
性
の
支
配
す
る
諸

J'''va 

科
学
の
「
客
観
的
」
法
則
と
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
実
践
の
場
と
し
て
の
現

実
か
ら
遊
離
し
た
庖
惜
|
|
例
え
ば
経
済
学
に
お
け
る
「
経
済
人
」
と

い
う
虚
構
ー
ー
の
う
え
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
グ
ラ
ム
シ
に

よ
れ
ば
「
客
観
的
と
は
『
普
通
的
に
主
観
的
』
(
E
Z
2
8
-
m
g
R見
守
口
)
」

(
Q
E
一
四
二
ハ
〉
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
客
観
性
が
常
に
「
生
成
」

d
z
'
'
e
n
 

で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
的
生
成
と
し
て
の
実
践
に
結
び
つ
け
ら
れ

ハ6
)

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
科
学
も
ま
た
一
つ

の
上
部
構
造
、
・
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
」
ハ
Q
E

一
四
五
七
)
と

グ
ラ
ム
シ
が
言
う
の
は
、
支
配
的
諸
科
学
の
実
践
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

静
態
的
な
椛
造
の
ゆ
え
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
「
実
践
の
哲
学
」
と

し
て
の
マ
ル
タ
ス
主
義
は
、
客
観
的
な
諸
事
実
を
そ
の
生
成
の
論
理
に
お

い
て
流
勧
化
し
て
と
ら
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
「
現
実
は

極
め
て
奇
妙
な
結
び
つ
き
に
富
ん
で
お
り
、
理
論
家
は
こ
の
奇
妙
な
も
の

の
な
か
に
自
己
の
理
論
の
確
証
を
み
つ
け
、
歴
史
の
生
活
の
諸
要
素
を
理

論
的
な
こ
と
ば
に
『
移
し
変
え
る
』
べ
き
で
あ
っ
て
、
反
対
に
現
実
を
抽

象
的
な
図
式
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
ハQI
三

三
二
可
更
に
グ
ラ
ム
シ
の
批
判
は
続
く
。
分
析
理
性
的
な
諸
科
学
の
生
み

だ
す
統
計
法
則
と
い
う
も
の
も
基
本
的
に
は
人
民
大
衆
が
受
身
の
ま
ま
で

い
る
か
、
な
い
し
そ
の
よ
う
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
問
題
は
ま
さ
に
「
政
治
行
動
が
大
衆
を
受
身
の
状
態
か
ら
抜

け
だ
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
大
数
の
法
則

(
筆
者
註
、
あ
る
事
柄
を
何
回
も
繰
り
返
す
と
平
均
値
に
近
づ
く
と
い
う
確

率
諭
の
基
本
法
則
)
を
破
壊
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
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な
の
で
あ
る

(
Q
E
一
四
二
九i

一
四
三O
Y

し
た
が
っ
て
グ
ラ
ム
シ

に
よ
れ
ば
、
客
観
主
義
者
た
ち
の
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
史
的
唯
物
論
の

公
式
な
る
も
の
も
解
釈
し
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
経
済
学

批
判
」
の
「
序
一
宮
巴
に
含
ま
れ
て
い
る
「
人
間
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
場
に

お
い
て
構
造
(
土
台
)
の
諸
々
の
衝
突
を
意
識
す
る
と
い
う
定
理
は
認
識

掛
か
伽
骨
ト
骨
?
わ
主
張
と
い
わ
争
わ
ら
れ
る
ペ
ト
で
あ
っ
て
、
た
ん
に

心
理
学
的
・
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
み
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
ハ

Q
E

一

二
四
九
)
の
で
あ
る
(
傍
点
引
用
者
〉
。
そ
し
て
こ
こ
で
グ
ラ
ム
シ
の
独

自
の
概
念
の
一
つ
で
あ
る
カ
タ
ル
シ
ス
ハg
E
&

が
想
起
さ
れ
ね
ば
な

る
ま
い
。
カ
タ
ル
シ
ス
と
は
、
も
と
も
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
だ
が
、

こ
こ
で
は
「
単
な
る
経
済
的
(
あ
る
い
は
利
己
的
・
情
欲
的
)
契
機
か
ら

政
治
的
・
倫
理
的
契
機
へ
の
移
行
」
更
に
は
「
必
然
か
ら
自
由
へ
の
移
行
」

な
ど
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
物
質
的
生
産
過
程
に
お
い
て
流
通
し
て
い
る

日
常
生
活
意
識
の
変
革
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
「
構
造
(
土
台
〉
は
、

人
間
を
抑
さ
え
つ
け
、
そ
の
中
に
同
化
し
、
受
身
の
状
態
に
さ
せ
る
外
部

の
力
か
ら
白
山
の
媒
体
に
、
新
し
い
倫
理
的
・
経
済
的
形
態
を
創
り
だ
す

た
め
の
川
共
に
、
新
し
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
グ
の
源
に
変
貌
す
る
」
の
で
あ

る
u

な
れ
ば
こ
そ
「
『
カ
タ
ル
シ
ス
的
』
契
機
の
定
着
は
こ
う
し
て
実
践
の

哲
学
全
体
に
と
っ
て
出
発
点
と
な
る
」
の
で
あ
る

(
Q
E
一
二
四
四
〉
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
、
「
序
言
」
の
公
式
は
ま
さ
に
品
態
的
な
構

造
分
析
な
と
で
は
な
く
、
実
践
を
最
大
の
契
機
と
し
た
戦
時
論
と
さ
え
み

な
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
の
言
う
「
認
識
論
」
と
は
ま
さ
に
、

分
析
に
は
じ
ま
り
法
則
に
終
わ
る
支
配
的
諮
科
学
と
対
立
し
、
実
践
へ
と

怖
に
い
川H制
す
る
刀
法
な
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
常
に
実
践
と
の
関
係
か
ら
も
の
ご
と
を
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
た
グ
ラ
ム
シ
に
と
っ
て
、
実
践
と
は
い
か
な
る
イ
メ
ー
ジ

の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
彼
に
よ
れ
ば
「
ひ
と
は
常
に
大

衆
的
人
間
(
S
E
E
-
g
g
)な
い
し
集
団
的
人
間
(
g
g
E
-
gロ
2
4
0
」

ハQ
H

一
三
七
六
〉
な
の
だ
か
ら
、
実
践
が
ひ
と
に
・
ぎ
り
の
前
衛
知
識
人

に
よ
る
行
為
な
ど
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
実
践
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
無
数
の
人
々
が
相
互
に
つ
な
が
り
つ
つ
、
そ

の
関
係
の
中
か
ら
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
目
的
意
識
な
ど
に

無
縁
で
名
も
無
き
人
身
も
ま
た
歴
史
的
主
体
で
あ
る
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
、
が
そ
の
つ
く
り
だ
す
関
係
を
通
し
て
こ
の
ド

ラ
マ
の
作
者
で
あ
り
俳
優
で
る
り
、
ま
た
こ
の
関
係
を
通
し
て
人
々
は

「
我
も
ひ
と
・
彼
(
彼
女
)
も
ひ
と
」
と
い
う
紫
朴
な
認
識
の
中
か
ら
相

ハ7
)

互
に
相
手
の
「
痛
み
の
内
面
化
」
が
成
し
と
げ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
経
験

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
グ
ラ
ム
シ
の
言
葉
を
か
り
て
一
一
面
う
な
ら
ば

次
の
よ
う
に
な
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
行
為
は
『
集
団
的
人
間
』
に
よ

っ
て
成
し
と
げ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
庇
史
的
行
為
は
同
一
の

共
通
な
世
界
観
を
基
礎
と
し
て
泉
質
的
な
目
的
を
持
ち
つ
つ
解
体
さ
れ
て

い
た
多
数
の
欲
求
守
o
-
R
Oが
同
一
の
目
的
の
た
め
に
一
つ
に
結
合
さ

れ
る
よ
う
な
『
文
化
的
・
社
会
的
』
統
一
の
達
成
を
前
提
と
す
る
」(
Q

E

ご
一
一
一
一
一
一
)
。

い
う
な
れ
ば
、
集
団
的
人
聞
に
よ
る
歴
史
的
行
為
と
し
て
の
実
践
は
、

す
ぐ
れ
て
共
同
主
体
的
な
協
働
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
グ
ラ
ム
シ
の

「
関
係
性
の
弁
証
法
」
は
、
人
身
の
お
り
な
す
関
係
か
ら
出
発
し
、
人
々

の
お
り
な
す
関
係
の
生
み
だ
す
実
践
に
と
至
る
「
実
践
の
哲
学
」
と
し
て
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前
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。
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叶
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ハ3
)
『
ア
F

チ
ュ
エ
ル
』
法
主
似
の
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論
会
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一
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一
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一
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る
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仲
間
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治
一
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史
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町
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司
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(
7〉
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
花
附
卒
平
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
世
界
の
予
感
」
及

ぴ
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
共
有
か
ら
」
守
参
照
さ
れ
た
い
(
い
ず
れ
も
『
胤
は
お

の
が
好
む
と
こ
ろ
に
吹
く
』
問
州
許
店
、
一
九
七
六
年
、
に
収
録
〉
。
・

「獄中ノート」の思惣

言
語
と
文
化
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マ
ル
ク
九
の
大
学
時
代
の
専
攻
が
法
律
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

「
経
済
学
批
判
」
の
「
序
一
吉
田
」
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
比
し
て
グ
ラ
ム
シ
の
大
学
時
代
の
専
攻
が
言
語

学
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
重
要
性
も
認
識
さ

れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
第
一
次
大
戦
前
の
ト

自
ら

リ
ノ
大
学
時
代
、
彼
は
「
優
秀
な
一
言
語
学
者
に
な
る
だ
ろ
う
と
み
ら
れ
て

『l
)

い
た
。
」
そ
し
て
「
ト
リ
ノ
の
大
学
で
グ
ラ
ム
シ
が
言
務
学
に
仰
い
た
関

心
及
び
「
獄
中
ノ
l

ト
」
の
な
か
で
の
言
語
の
諮
問
題
へ
の
彼
の
継
続
的

な
研
究
、
そ
れ
に
関
連
し
た
党
え
書
は
彼
に
『
そ
の
と
き
ま
で
諸
方
言
の
、

世
に
知
ら
れ
ず
物
化
し
つ
つ
ゲ
ッ
ト
ー
の
な
か
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
民

衆
的
な
諸
要
素
を
文
化
面
の
う
え
で
連
結
し
つ
つ
』
(
ジ
ャ
ク
リ
l

ヌ
・

リ
セ
、
テ
ル
ケ
ル
誌
第
四
二
号
、
一
九
七O
年
〉
、
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ

(2
>

て
語
ら
れ
る
一
つ
の
言
語
体
系
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」

の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
我
々
は
「
獄
中
ノ
l

ト
」
に
お
け
る
言
語
に

対
す
る
考
察
を
投
理
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
最
初
に
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
グ
ラ
ム
シ
が
そ
の
考
察

の
な
か
で
、
「-
z
m
g
m
m
g」と
「
ロ
ロ
同
国
国
」
な
い
し
複
数
形
の
「
日
宙
開

5

」

と
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
椛
か
に
現

代
言
語
学
の
祖
と
し
て
の
ソ
ジ
ュ
ー
ル
が
区
分
し
た
「
】
自
官
官
(
言
語
活

動
〉
」
と
三
田
口
同
日
(
言
語
体
系
〉
」
に
似
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
実
際

に
は
差
異
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
他
に
適
当
な
訳

語
も
な
い
の
で
「
】
宮
岡E
R
S
」
を
「
言
語
活
動
」
、
「H
E
m
s」
を
「
畳
一
口

語
体
系
」
と
訳
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
グ
ラ
ム
シ
の
言
う
と
こ
ろ
を
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば

「
言
語
活
動
」
と
は
「
基
本
的
に
は
一
つ
の
集
団
的
名
称
で
あ
っ
て
、
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
『
統
一
的
な
』
事
柄
を
仮
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
」
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
文
化
及
び
哲
学
(
世
間
智
H

常
識
の

レ
ベ
ル
で
は
ま
じ
り
け
な
く
〉
を
意
味
し
、
実
際
『
言
語
活
動
』
と
い
う

行
為
は
多
か
れ
少
な
か
れ
有
機
的
に
筋
道
を
つ
け
ら
れ
、
整
理
さ
れ
た
多
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数
の
行
為
(
貯
毘
〉
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
誰
で
も
諮
る
存
在
は
個

別
的
な
固
有
の
言
語
活
動
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
固
有

の
思
考
及
び
感
覚
の
流
儀
を
保
持
し
て
い
る
」(
Q
E
一
一
一
一
一
一
一

O
)
と

さ
れ
る
。
更
に
簡
潔
に
定
義
す
る
な
ら
そ
れ
は
「
一
定
の
観
念
守

O
岡
山O
包
〉

と
概
念
公
S
8
E

〉
の
総
体
(
集
合
〉
」
(
Q
E
二
二
七
五
)
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
ソ
シ
ュ
l

ル
が
社
会
制
度
と
し
て
と
ら
え
た
言
語
体

系
に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
「
言
語
体
系
」
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
細

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
ま

ず
「
言
語
体
系
H

歴
史
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
諸
言
語
体
系
の
歴
史

は
言
語
学
的
革
新
の
舵
巾
ん
だ
が
、
し
か
し
こ
の
革
新
は
〈
技
芸
に
お
こ
る

よ
う
に
〉
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
社
会
的
共
同
体
全
体
に
属

す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
共
肉
体
は
そ
の
結
梁
と
し
て
そ
の
文
化
を
革

新
し
、
雌
史
上
で
『
進
歩
』
し
た
の
で
あ
る
」
(
Q
E
七
三
八
〉
と
彼
は

言
う
。
そ
し
て
「
言
語
体
系
を
文
化
の
、
更
に
は
一
般
的
な
歴
史
の
要
素

と
し
て
、
ま
た
知
誠
人
の
『
民
族
性
』
〈
ロR
E
S
-
x
S及び
『
民
衆
性
』

(
官
官
宮
号
S
の
主
閉
店
な
表
示
と
し
て
了
解
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
研

究
は
無
意
味
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
示
唆
に
富
む
と
恩
わ
れ
る
」

(
Q
I

三
五
五
)
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
グ
ラ
ム
シ
は
言
語
体
系
と
社

会
及
び
陪
巾
ん
と
の
閃
係
に
踏
み
こ
ん
で
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
当
然
、

イ
タ
リ
ア
沼
の
歴
史
を
ま
さ
に
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
と
し
て
と
ら
え
て
ゆ
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
閲
し
て
断
片
的
な
記
述
を
整
理
し
つ
つ

ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

グ
f
L
w
d
l
h
v

さ
て
、
初
期
イ
タ
リ
ア
語
H

俗
語
は
「
宗
教
に
関
わ
る
理
由
に
よ
っ
て

(
つ
ま
り
軍
隊
の
帯
約
、
ラ
テ
ソ
語
を
知
ら
な
い
農
民
た
ち
に
よ
っ
て
役

立
て
ら
れ
た
所
有
権
を
確
認
す
る
た
め
の
法
律
的
性
格
を
持
つ
証
8

、

断
片
的
、
偶
発
的
に
出
現
し
始
め
る
」
ハQE
七
八
九
可
つ
ま
り
初
期
イ

タ
リ
ア
語
H

俗
語
の
最
古
の
資
料
は
「
あ
る
僧
院
(
筆
者
註
、
モ
γ
テ
カ

シ
l

ノ
の
僧
院
〉
の
土
地
の
所
有
権
を
定
め
る
た
め
の
個
人
的
な
証
き

で
あ
り
、
「
反
民
衆
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る(
Q
I

六
四
六
〉
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
そ
の
側
値
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、

初
期
イ
タ
リ
ア
語H
俗
語
で
文
学
作
品
が
脅
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ

の
新
し
い
事
実
で
あ
り
、
本
当
に
霊
要
な
事
実
」
(
Q
E
七
八
九
〉
な
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
「
新
し
い
文
化
は
『
町
民
的
ド
貯
官
的
』
な
も
の
で
は

な
く
、
『
政
治
的
』
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
『
文
化
的
』
に
も
統
一
さ
れ

て
い
な
い
『
自
治
都
市
的
』
か
つ
地
域
的
な
か
た
ち
を
意
味
す
る
」
も
の

だ
が
、
こ
の
新
し
い
文
化
は
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
文
化
の
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
H

カ
ト
リ
ッ
ク
的
普
通
性
』
に
対
し
て
「
イ
タ
リ
ア
を
そ
の
基
盤

と
し
、
各
地
域
方
言
を
伴
い
、
各
都
市
の
プ
ル
ジg
ア
ジ
l

の
集
団
の
実

際
的
な
関
心
を
前
面
に
押
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
」
反
抗
す
る
こ
と
に
な

る

(
Q
E
七
八
七
1

七
八
八
)
。
そ
し
て
ル
ネ
ッ
サ
γ

ス
と
は
ま
さ
に
こ

の
文
化
闘
争
の
舞
台
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
初
期
イ
タ
リ
ア
語
H
俗
語

で
自
己
を
表
現
す
る
民
衆
的
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
世
界
観
」
と
「
ラ
テ

γ
語

で
自
己
を
表
現
し
、
ロ
ー
マ
的
古
代
を
回
願
す
る
封
建
的
・
貴
族
的
世
界

観
」
と
の
闘
争
、
こ
れ
こ
そ
が
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
っ

て
、
「
勝
ち
誇
る
文
化
の
の
ど
か
な
創
造
」
な
ど
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か

(
Q
I
六
四
五
)
と
グ
ラ
ム
シ
は
問
い
か
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し

い
文
化
、
初
期
イ
タ
リ
ア
語H俗
語
文
化
の
な
か
で
も
一
一
一
一

0
0
年
代
に

ト
ス
カ
l

ナ
地
方
で
最
腐
期
を
迎
え
た
ト
ス
カl
ナ
方
言
に
よ
る
ヘ
ゲ



「獄中ノート」の思想

モ
ニ
l

の
ぬ
仰
と
い
う
事
実
も
仙
川
、
社
会
的
・
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を

伴
わ
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
で
純
粋
な
文
学
上
の
事
実
に
限
定
さ
れ
た
。
結
局

の
と
こ
ろ
「
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
悶
有
の
万
一
百
を
押
し
通
し
た
が
、

民
依
(
同
氏
)
語

(
Z
E
ロ
ロ
m
E

ロ
由
民
自
由
]
ω〉
を
つ
く
り
だ
す
に
は
至

ら
な
い
」

(
Q
H
七
八
九
)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
一
一
世
紀
に
始
ま
り
、

以
ぷ
の
う
え
で
は
ト
ス
カ

l

ナ
で
繁
栄
す
る
こ
と
に
な
る
イ
タ
リ
ア
の
自

然
に
生
ま
れ
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
久
(
ロ
m
z
g
e
g
g
Z

白
百
三
g
g

〉
は
、

人
文
字
山
浪
と
文
化
上
の
意
味
で
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
久
、
そ
し
て
初
期
イ
タ
リ

ア
K

川H

俗
江
川
に
対
立
す
る
知
織
人
の
一
日
一
口
話
体
系
と
し
て
の
ラ
テ
ン
語
の
復

日
な
ど
に
よ
っ
て
京
必
さ
せ
ら
れ
た
」
(
Q
m
一
九
三
六
)
。
つ
ま
り
、
ル

ネ
ッ
サ
ン
九
は
進
歩
的
な
潮
流
と
退
歩
的
な
潮
流
と
を
合
わ
せ
持
っ
て
い

た
の
だ
が
、
一
五
0
0
年
代
以
後
退
歩
的
潮
流
の
勝
利
、
す
な
わ
ち
「
民

衆
・
民
族
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
!
と
い
う
現
象
と
し
て
」

終
わ
っ
た
の
で
あ
る

(
Q
l
六
回
八
)
。
言
語
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に

グ
ラ
ム
シ
は
言
う
。
「
ま
さ
に
一
五0
0
年
代
ま
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
文

化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
行
使
し
、
そ
れ
を
そ
の
商
業
的
、
金
融
的
ヘ
ゲ
モ
ニ

ー
に
述
紡
し
て
い
た
」
り
で
「
下
か
ら
の
、
民
衆
か
ら
知
識
人
ま
で
統
一

さ
れ
た
言
語
上
の
発
展
が
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ィ
レ
シ
ツ
Z

や
ト
ス
カ
l

ナ

の
大
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
強
力
な
も
の
と
さ
れ
た
発
展
で
あ
っ
た
」
の
だ

が
、
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
孟
の
衰
微
の
後
ず
っ
と
、
イ
タ
リ
ア
語
は
歴
史
的
な

話
し
こ
と
ば
守
口
同
宮
門
戸
田
冨
箆
ロ
ユ
n

る
と
の
生
き
生
き
し
た
接
触
を
持

た
ず
に
閉
鎖
し
た
一
つ
の
特
権
階
級
の
言
語
体
系
と
な
る
の
で
あ
る
」(
Q

m

二
二
三
七
)
。
結
局
「
自
治
都
市
の
没
落
と
王
政
の
到
来
、
民
衆
か
ら
切

り
附
附
さ
れ
た
統
治
附
級
官E
n
g
g
e
m
o
S
E
D
)
の
剣
山
が
、
ま
さ
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に
文
学
的
ラ
テ
ン
語
が
結
品
化
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
初
期
イ
タ

リ
ア
語
H

俗
・
諮
を
結
晶
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
諮
は
新
し

い
文
字
(
文
ホ
)
言
語
包
括
E
R
H
X
Z

〉
で
あ
っ
て
口
語
で
は
な
く
、

知
識
人
2
D
E
)の
言
語
体
系
で
あ
っ
て
民
族
(
国
民
〉
の
そ
れ
で
は
な

い
。
こ
こ
に
イ
タ
リ
ア
に
二
つ
の
知
識
人
の
言
語
体
系
、
ラ
テ
γ
語
と
イ

タ
リ
ア
語
と
が
存
寂
す
る
こ
と
に
な
り
、
型
職
者
知
識
人
か
ら
の
世
俗
知

識
人
の
分
離
に
伴
っ
て
(
イ
タ
リ
ア
語
が
〉
一
九
世
紀
に
お
い
て
完
全
に

勝
利
し
、
優
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(
Q
I
三
五
四
〉
。

や
や
長
い
殺
現
と
な
っ
た
が
、
「
歴
史
」
と
し
て
の
「
言
語
体
系
」
と
い

う
グ
ラ
ム
シ
の
思
想
は
切
椛
に
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
近
代
科

学
と
し
て
の
こ
O
世
紀
言
語
学
が
人
間
と
い
う
種
に
図
有
の
記
号
体
系
の

し
く
み
を
解
明
す
る
科
学
、
す
な
わ
ち
記
号
学
の
一
部
と
し
て
存
立
し
よ

う
と
し
て
生
物
Q
3

的
言
語
観
に
立
つ
の
に
対
し
、
グ
ラ
ム
シ
は
明
ら

(
3
V
 

か
に
社
会
(
科
学
〉
的
言
語
観
に
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
グ
ラ
ム
シ
は
、

言
語
を
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
「
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
る

も
の
」
と
し
て
、
つ
ま
り
言
語
の
共
向
性
を
人A
の
お
り
な
す
諸
関
係
か

ら
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
田
中
克
彦
氏
に
よ
る

「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
中
の
一
節
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
言
語
が

生
ま
れ
た
ま
ま
の
す
が
た
」
(
Z
R
R
4『口
口
富
山
関
宮

X
A
四
円

ω
司
自
各
自
)
は

歴
史
に
よ
っ
て
、
融
合
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
経
済
的
、
政
治
的
な
集

中
に
も
と
づ
く
一
民
族
内
の
諸
方
言
の
集
中
に
よ
っ
て
民
族
語
へ
と
高

<4)

め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
言
語
の
存
形
在
態
を
言
語
共
同
体
(
n
o
自
白
百
・

ロ
E

広
】
山
口
問
巳
在
宮
田
〉
の
存
在
形
態
と
の
対
応
の
な
か
で
と
ら
え
て
ゆ

こ
う
と
す
る
志
向
は
両
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ド



166 

更
に
グ
ラ
ム
シ
の
言
語
観
は
、
現
代
言
語
学
に
お
い
て
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に

代
表
さ
れ
る
一
般
文
法H
普
通
話
の
論
理
と
も
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
チ

a

ム
ス
キ
ー
が
「
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
」
と
名
づ
け
た
流
れ
の
源
流
に
あ

る
ポ
l

ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
は
、
デ
カ
ル
ト
的
普
通
理
性
へ
の
信
仰
に

支
え
ら
れ
、
民
族
や
階
級
を
こ
え
る
言
語
の
普
遍
性
を
う
た
っ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
「
文
法
と
は
話
す
た
め
の
技
法
で
あ
る
」
と
機
能
主
義
的

に
規
定
し
、
一
般
文
法
の
基
総
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
グ
ラ
ム
シ

は
こ
こ
で
も
「
文
法
と
は
『
歴
史
』
あ
る
い
は
『
歴
史
的
ド
キ
ュ
メ

γ

ト
ヒ
だ
と
し
、
そ
れ
を
コ
つ
の
民
族
的
(
集
団
的
〉
言
語
活
動
〔
歴
史

的
か
つ
持
続
し
た
発
展
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
〕
の
一
定
の
段
階
が
『
写

V
出
p
wピ
レ
の
』
か
も
し
く
は
『
写
し
だ
さ
れ
た
も
の
』
の
基
本
的
特

徴

Q
S
R
C」
(
Q
E二
三
四
一
〉
だ
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

h
」
A
ノ
。

さ
て
、
こ
こ
で
簡
潔
に
整
理
し
て
み
た
い

0

グ
ラ
ム
シ
は
、
ラ
テ

γ
語

か
ら
イ
タ
リ
ア
話
へ
の
言
語
体
系
の
革
新
ぷ
、
結
局
、
当
初
の
民
衆
の
言

語
体
系
(
歴
史
的
な
話
し
こ
と
ば
)
と
の
生
き
生
き
し
た
按
触
を
喪
失
し
、

カ
ト
リ
ッ
ク
(
教
会
)
知
識
人
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
へ
と
そ
の
に
な

い
手
が
変
化
し
た
も
の
の
、
誌
の
言
語
的
変
革
(
言
語
規
範
の
革
命
)
へ

と
歪
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
様
な
方
言
の
集

ゲ
寸
ル

M
l
h
v

合
と
し
て
の
初
期
イ
タ
リ
ア
語
H

俗
語
が
、
つ
い
に
国
家
語
H

階
級
の
文

7
t
w
d
 

章
一
言
語
へ
と
上
糾
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
民
衆
の
ぼ
う
大
な
隠
語
は
下
胞
に

よ
ど
み
統
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
に
も
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
語
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
ル
不
ッ
サ
ン
ス
則
に
ラ
プ
レ
ー
な
ど
に
よ
る
民
衆
語
の

摂
取
か
ら
出
発
し
た
も
の
の
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
「
純
化
」
さ
れ
、
制 度

化
さ
れ
た
フ
ラ
Y

ス
語
で
さ
え
、
フ
ラ
γ

ス
革
命
期
の
一
七
九
四
年
に

プ
ロ
ワ
の
司
教
ア
ベ
・
グ
レ
ゴ
ワ
l

ル
が
国
民
公
会
に
提
出
し
た
報
告
書

に
よ
れ
ば
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
に
は
三O
も
の
地
方
語
の
た
ぐ
い
が
あ
り
、

更
に
少
な
く
と
も
フ
ラ
γ
ス
人
の
う
ち
六
O
O
万
人
が
国
家
語
と
し
て
の

フ
ラ

γ

ス
語
を
知
ら
ず
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
数
が
フ
ラ
シ
ス
語
で
長
い
会
話

が
で
き
ず
、
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
し
ゃ
べ
れ
る
人
聞
は
三O
O
万
人
を

こ
え
ず
、
ま
と
も
に
書
け
る
人
間
と
な
る
と
も
っ
と
少
な
い
と
い
う
有
様

ハ5
V

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
人
口
は
約
二
千
万
人
で

あ
っ
た
か
ら
、
な
る
ほ
ど
階
級
の
文
章
言
語
と
い
う
規
定
に
あ
て
は
ま
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
知
識
人
の
言
語
体
系
と
し
て
の
国
家
語
が
民
衆
の

言
語
体
系
を
圧
倒
し
て
き
た
歴
史
は
こ
れ
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず

ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
柳
田
国
男
、
が
「
日
本
に
は
『
ま
る

い
こ
と
ば
』
を
使
う
人
々
と
『
四
角
い
こ
と
ば
』
を
使
う
人
々
の
二
種
類

(
6
)
 

い
る
」
と
述
べ
た
の
は
ま
こ
と
に
陥
一
万
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
グ
ラ
ム
シ

が
文
字
の
国
と
し
て
の
中
図
に
お
け
る
言
語
体
系
に
関
心
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
、
我
・
々
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
。
グ
ラ
ム
シ
は
中
国
に
広
く
普
及

し
た
民
衆
文
化
が
な
く
、
日
制
説
と
お
し
ゃ
べ
り
と
が
文
化
伝
掃
の
最
も
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う
状
態
を
知
識
人
集
団
と
結
び
つ
い
た

学
ぶ
こ
と
が
伺
側
め
て
む
ず
か
し
い
「
文
字
言
話
の
体
系
」
、
す
な
わ
ち
表

意
文
字
に
帰
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
言
う
。
「
音
綴
り
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
導
入
は
中
国
の
文
化
喋
砲
に
極
め
て
霊
裂
な
結
果
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
ろ
う
。
『
普
遍
的
な
』
文
字
言
語
が
な
く
な
れ
ば
、
民
衆
の
諸

々
の
言
語
体
系
と
更
に
こ
の
新
し
い
基
盤
に
立
っ
た
新
し
い
知
識
人
の
集

団
が
浮
上
す
る
だ
ろ
うω

す
な
わ
ち
説
在
の
『
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ィ
v
タ
な
』
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犯
の
統
一
が
破
峡
さ
れ
、
そ
こ
に
厳
密
な
意
味
で
『
民
族
的
な
』
力
が
籾

き
で
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
じ
そ
し
て
彼
は
統
け
て
、
現
在
の
中

国
の
状
況
は
中
位
に
お
け
る
凶
・
中
央
ヨ

l

「
ッ
パ
に
比
較
で
き
る
と
し

て
、
中
国
で
は
『
中
世
ラ
テ
ン
短
巴
の
機
能
が
漢
字
と
い
う
『
文
字
言
語

の
体
系
』
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
論
ず
る(
Q
I
五
五
七
1

五
五
八
)
。
い
わ
ば
近
代
民
族
語
が
中
国
で
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
グ

ラ
ム
ジ
は
主
仮
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
言
語
的
変
革
は
民
族
革

命
に
不
可
避
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
思
え
ば
半
亥
革
命
の
後
、
魯
氾
が

淀
川
十
か
」
〕
防
止
し
て

7
4
ア
ン
化
す
る
こ
と
な
力
必
し
、
印
字
ゆ
え
に
川
衆
が

何
千
年
も
文
汀
に
さ
れ
、
近
代
化
が
泌
れ
た
と
吹
い
た
と
い
う
事
実
が
あ

戸
7
)

る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
グ
ラ
ム
シ
の
見
解
も
興
味
深
い
指
摘
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
も
と
よ
り
中
国
革
命
の
後
の
文
字
改
革
や
毛
沢
東

の
伐
字
表
音
化
論
に
し
て
も
中
国
に
お
け
る
漢
字
体
系
と
文
化
の
関
係
の

あ
り
方
に
発
し
て
い
る
こ
と
は
山
内
沿
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
グ
ラ
ム
シ
の
言
語
論
は
と
り
も
な
お
さ
ず
知
識
人
論
へ
と
接

続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
あ
く
ま
で
念
頭
に
と
ど
め
て
お

か
ね
ば
な
る
ま
い
。

(
l
)
の
山
口
お
官
官
巾
目
。
『
「
ぎ
宮
内
出
〉
E
S
E
C
S
B
R
T
S
E
E
g
p

F
R
R
s
・
-
u
p

司
-
宏
ハ
邦
訳
『
グ
ラ
ム
シ
の
生
涯
』
藤
沢
道
郎
訳
、
平

凡
社
二
九
七
二
年
、
一
二
一
一g
・

(
2
)
玄
-
-
P
呂
田
n
a
R
E
-
-
H
M
D
R

の
円
回
目
凹n
r
M
M
・
S
・

(
3〉
こ
の
生
物
(
尚
子
〉
的
言
語
制
と
社
会
(
科
学
〉
的
言
語
観
と
い
う
区
分
は

田
中
克
彦
氏
に
よ
る
。

問
中
克
彦
「
国
家
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
言
語
の
規
制
」
、
『
思
想
』
第
六
一
-
一
号
、

一
九
七
七
年
九
月
号
、
一
頁J

(
4
)
川
中
克
彦
「
言
語
か
ら
み
た
民
族
と
同
家
|
カ
ウ
ツ
キl
一
得
税
」
、
『
思
想
』

m
六
O
阿
サ
、
一
九
七
四
年
一
O
月
号
、
四
回
到
。
問
胞
の
一
節
は
「
型
マ

ク
ス
」
の
巾
の
も
の
で
、
邦
訳
全
保
版
第
三
巻
六
四
一
一
氏
、
山
百
波
文
郎
版
三

一
七
V
H
q

(
5
)
河
-
E
-
P
R・0

・
E
宮
『
門0
・
E
E

呂
田
町
E
己
E
7
l
E
E
A
E
m

何
門
司
『
ロ
己
』

c
m

品
開
E
E

口
同E
O

口
同
門
戸
O
ロ
田
町
凹
D
E
m
-白
河
内
山
〈
。
-
E
Z
oロ
・
回
目
円


F
。
Z
0
・
】
由
叶
』
.
官
官
・
】
申

U
'
M
D
0
.

ハ6
〉
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
マ
リ
オ
γ
・
リ

l

ヴ
ィ
に
会
っ
た
時
に
述
べ
た
と

い
う
。
「
ま
る
い
こ
と
ば
」
と
は
か
な
文
字
、
常
民
の
こ
と
ば
、
「
四
角
い

こ
と
ば
」
と
は
伐
字
、
知
政
人
の
こ
と
ば
、
だ
と
い
う
。
(
的
見
和
子
『
涼

れ
と
定
住
と
1

柳
川
間
引
の
社
会
変
動
論
』
、
筑
眼
科
一
同
一
九
七
七
年
、

auu 

(
7〉
魯
込
「
尚
子
と
ラ
テ
ン
化
」
、
邦
訳
魯
迅
選
集
第
一
O
巻
、
法
波
持
店
、
一

九
五
六
年
、
二
五
O
l
=
一f
H
q

知
識
人
と
大
衆
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さ
て
、
い
よ
い
よ
グ
ラ
ム
シ
の
思
想
の
核
心
と
な
る
知
識
人
に
関
す
る

考
察
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
た
い
。

グ
ラ
ム
シ
の
「
知
識
人
」
概
念
は
、
あ
る
青
山
味
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
大
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
技
術
者
な
ど
も
合
め
る

ず
働
，

.
1

・

ベ
く
拡
大
さ
れ
、
し
か
も
或
る
社
会
集
団
の
「
器
官
と
な
る
」
知
識
人

(
有
機
的
知
識
人
)
と
伝
統
的
知
識
人
と
い
う
一
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
設

定
さ
れ
た
こ
と
を
特
色
と
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま

で
の
知
識
人
観
と
異
な
っ
て
彼
は
、
「
哲
学
一
般
」
、
「
人
間
一
般
」
の
存
在

を
否
定
し
た
よ
う
に
「
知
融
人
一
般
」
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

彼
は
言
う
。
知
識
人
と
他
の
社
会
集
団
の
区
別
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
「
も
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っ
と
も
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
手
続
上
の
誤
り
は
、
こ
の
区
別
の
規
準
を
知
的

活
動
と
い
う
本
質
に
も
と
め
、
反
対
に
知
的
活
動
(
そ
し
て
そ
れ
を
体
現

し
て
い
る
諸
集
団
〉
が
社
会
的
諮
問
係
の
一
般
的
総
体
に
お
い
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
、
諸
関
係
の
ジ
ス
テ
ム
の
総
体
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
と
め
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」
実
際
、
例
え
ば
労
働
者
は
肉
体

労
働
に
従
事
す
る
か
ら
労
働
者
な
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
コ
定
の

諸
条
件
及
び
一
定
の
社
会
的
諸
関
係
に
お
け
る
そ
う
し
た
労
働
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
存
在
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
「
押
印
さ
れ
た
社

会
的
性
格
」
(
マ
ル
タ
ス
〉
す
な
わ
ち
「
社
会
的
刻
印
」
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
純
粋
な
肉
体
労
働
と
い
う
も
の
は

存
在
せ
ず
、
意
識
活
動
が
な
さ
れ
る
以
上
「
す
べ
て
の
人
聞
が
知
識
人
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
聞
が
知
識
人
の

機
能
を
社
会
に
お
い
て
保
持
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
(
以
上
Q
m

一
五
一

六
〉
。
な
る
ほ
ど
市
民
社
会
の
中
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
能
を
担
う
知
識
人

に
す
べ
て
の
人
が
な
れ
る
は
ず
も
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
う
し
た
「
知
識
人

と
し
て
の
知
識
人
(
機
能
知
識
人
ど
だ
け
が
グ
ラ
ム
ジ
の
対
象
な
の
で

は
な
い
。
「
俗
界
の
法
王
」
た
る
ク
ロ
l

チ
ェ
が
、
ハ
卵
識
人
を
指
導
階
級
と

し
、
そ
の
生
命
力
を
社
会
の
生
命
力
の
規
準
と
し
た
の
に
対
し
て
、
グ
ラ

ム
シ
は
ふ
つ
う
の
ひ
と
び
と
も
ま
た
潜
在
的
な
知
識
人
だ
と
い
う
発
惣
の

援
底
的
な
転
換
を
お
こ
な
う
。
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
人
間
が
『
哲
学
者
』

で
あ
る
と
い
う
原
則
、
す
な
わ
ち
職
業
的
な
い
し
『
専
門
的
』
公
開
円
官
正
。

な
哲
学
者
た
ち
と
他
の
人
々
と
の
あ
い
だ
に
は
質
的
な
差
速
で
は
な
く
、

『
量
的
』
な
長
逃
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
原
則
を
私
は
設
定
す
る
。
」
こ
こ

で
言
う
封
と
は
算
術
的
総
和
で
は
な
く
質
的
要
素
の
量
を
指
し
て
い
る
。

言
い
代
え
る
な
ら
、
詰
め
込
ま
れ
た
知
識
の
量
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
「
も
の
の
み
か
た
」
を
決
定
づ
け
は
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
往
々
に
し
て
現
場
を
知
ら
な
い
専
門
家
た
ち
が
生
活
の
場
に
い
る

人
々
の
生
活
の
知
恵
の
前
に
敗
北
す
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
と

に
か
く
「
E
Z主
唱
で
は
な
い
人
問
、
も
の
を
考
え
な
い
人
間
と
い
う
も
の

は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
さ
し
く
考
え
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
人
間
そ
の
も
の

に
固
有
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
〈
以
上
Q
E

一
三
四
二i
一
己
。
要
す
る

に
童
子
と
は
「
も
の
の
み
か
た
」
な
の
で
あ
っ
て
、
「
深
い
知
識
を
持
っ

た
専
門
家
あ
る
い
は
職
業
的
、
体
系
的
な
哲
学
者
と
い
う
或
る
一
定
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
特
有
の
知
的
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
何
か
大
変
む
ず

か
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
ひ
ろ
く
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
偏
見
を
打
ち
破
ら

ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
〈
Q
E

一
一
一
一
七
五
〉
。

こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ム
シ
の
「
す
べ
て
の
人
聞
が
知
識
人
H

哲
州
主
唱
で
あ

る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
彼
を
大
衆
の
「
自
然
に
身
に
つ
い
も
の
の
み
か

た
」
(
岳0
8

国
間
的
宮
口g
ロ

g
)
の
探
求
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ひ
と
び
と
が
何
を
考
え
、
感
じ
、
何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
大
衆
の
原
像

が
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
世
界
観
は
す
ぐ
れ
た
才
能
を

持
つ
人
ん
べ
に
よ
っ
て
練
り
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
し
か
し
『
現
実
』

は
市
井
で
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
る
人
A
(
日
巳
δ
、
も
の
ご
と
を
む
ず

か
し
く
は
考
え
な
い
人
々
(
お
自
立
』n向
島

e
E
Z
〉
に
よ
っ
て
ひ
き
だ

さ
れ
て
い
る
」
の
だ
か
ら

(
Q
E
二
二
四
五
Y

こ
う
し
て
グ
ラ
ム
シ
が

「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
関
心
を
持
つ
の
は
、
彼
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
人
々
を
知

る
た
め
の
入
口
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
今
ま
で
人
身
を
知

円
。
，
。

ろ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
失
敗
し
て
き
た
か
ら
」
で
あ
る
。
「
フ
ォ
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ー
ク
ロ
ア
は
奇
妙
な
も
の
、
風
変
わ
り
な
も
の
、
絵
空
事
と
し
て
で
は
な

く
、
組
め
て
ま
じ
め
な
こ
と
、
ま
じ
め
に
受
け
と
め
る
べ
き
こ
と
と
し
て

考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

(
Q
m
一
三
二
四
V

つ
ま
り
そ
れ
は
「
公
的

な
オ
モ
テ
の
枇
界
観
」
と
対
立
し
た
「
社
会
の
(
時
間
的
に
も
空
間
的
に

も
限
定
さ
れ
た
)
戎
る
一
定
の
階
層
」
の
「
世
界
観
な
ら
び
に
人
生
観
」

と
言
え
よ
う

(
Q
m
一
一
三
一
一
〉
。
こ
と
ば
を
奪
わ
れ
た
人
々
は
、
支
配

的
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
「
お
え
ら
が
た
の
も
の
の
み
か
た
」
(
2・

0
8
E
Z

官
三
口
『
巾
)
に
一
面
で
は
組
み
込
ま
れ
て
生
き
て
い
る
。
だ
が
、

人
々
は
支
配
的
文
化
に
支
配
さ
れ
つ
つ
も
、
本
質
的
に
彼
ら
を
疎
外
す
る

(
3
)
 

文
化
に
対
し
て
か
た
く
な
な
「
抱
一
合
の
沈
撚
」
を
持
っ
て
対
応
す
る
。
大

衆
の
沈
黙
の
う
ら
に
下
，
陥
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
し
か
し
必
ず
し
も
こ
と
ば

を
無
視
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
民
衆
の
言
語
体
系
」
と

「
知
識
階
級
の
言
語
体
系
」
の
あ
い
だ
に
は
や
は
り
長
い
間
に
わ
た
っ
て

続
い
た
癒
着
や
交
流
が
仔
在
す
る

(
Q
E
七
三
O
)
か
ら
な
の
で
あ
る
。

人
々
が
支
配
的
言
語
で
語
ろ
う
と
も
、
人
々
の
想
い
に
よ
っ
て
こ
と
ば
は

そ
の
相
貌
を
自
在
に
変
え
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
み
て
ゆ
く
と
き
、
我
A

は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
の
大
衆
欧
諸
(
流
行
歌
)
論
を
グ
ラ
ム
シ
が

展
開
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
グ
ラA
シ
は
、
始
め
に

且
ル
モ
ラ
オ
・
ル
ピ
エ

l

リ
の
三
つ
の
分
類
を
紹
介
す
る
。
つ
ま
り
、
付

大
衆
に
よ
っ
て
大
衆
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
歌
、
同
大
衆
の
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
が
大
衆
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
歌
、
伺
大
衆
に
よ

っ
て
で
も
な
け
れ
ば
大
衆
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ

れ
が
大
衆
の
考
え
方
、
感
じ
方
に
あ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
採
用
さ
れ
た
歌
、

と
い
う
三
分
類
で
あ
る
。
グ
ヲ
ム
シ
に
よ
れ
ば
、
大
衆
歌
絡
の
規
定
と
し
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て
は
第
三
の
規
定
こ
そ
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
@
大
衆
の
た
め
に
、

大
衆
に
よ
っ
て
い
〈
ら
修
飾
さ
れ
て
い
よ
う
と
そ
れ
は
所
詮
「
オ
モ
テ
の

社
会
」
の
支
配
的
言
語
で
構
成
さ
れ
、
表
面
的
に
は
類
型
と
し
て
の
大
衆

に
お
も
ね
っ
た
駄
で
し
か
な
い
。
だ
が
実
は
コ
国
民
(
民
族
〉
と
そ
の

文
化
的
領
域
に
お
い
て
大
衆
歌
謡
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
芸
術
的
事
実
で

も
歴
史
的
起
似
で
も
な
く
、
オ
モ
テ
の
社
会
合
O

白
宣
品
ロ
田
氏
巳
ろ
と
対

立
し
た
人
身
の
世
界
や
人
生
を
理
解
す
る
や
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
の
な
か
に
、
こ
の
こ
と
の
な
か
に
の
み
大
衆
歌
諮
の
、
そ
し

て
大
衆
'
H
身
の
『
共
同
性
』
(
n
o
-
-
m

広
三
広
〉
を
も
と
め
る
べ
き
な
の
で
あ

る
」
(
以
上Q
l

六
七
九
1
0
八
)
。
「
歌
は
こ
こ
ろ
だ
」
と
い
う
一
見
通

俗
的
で
、
同
断
的
な
知
識
人
に
よ
っ
て
瑚
笑
さ
れ
る
表
現
の
な
か
に
段
々

は
こ
と
ば
に
対
す
る
本
質
的
な
不
信
を
読
み
と
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
送
り
こ
ま
れ
て
く
る
形
式
化
さ
れ
た
「
愛
」
や

「
悲
哀
」
の
こ
と
ば
を
ひ
と
は
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
人
一
人
の

メ

γ
タ
リ
テ
ィ

l

に
接
触
し
て
は
或
る
感
情
を
ひ
き
だ
し
、
ひ
と
び
と
に

「
共
有
す
る
感
，E

を
経
験
さ
せ
る
う
た
こ
そ
大
衆
の
う
た
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
な
れ
ば
こ
そ
、
大
衆
の
世
界
(
非
知
〉
に
あ
っ
て
こ
と
ば

は
重
み
を
持
た
ず
、
う
た
が
雄
弁
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
決

し
て
こ
と
ば
が
不
在
な
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
「
知
」
と
し
て
の
こ
と

ば
で
は
な
く
、
「
感
性
」
の
こ
と
ば
へ
と
置
き
換
ら
え
れ
て
い
る
。
そ
し

て
「
知
」
は
あ
っ
て
も
「
理
解
」
と
「
感
性
」
か
ら
疎
外
さ
れ
た
知
識
人
、

da--
, 

「
感
性
」
か
ら
疎
外
さ
れ
て
も
「
知
」
は
存
立
し
う
る
、
す
な
わ
ち
民
衆H

大
衆
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
て
も
知
識
人
た
り
う
る
と
信
じ
て
い
る
知
識

人
〈
Q
I

四
五
一
1

二
、
E
-

一
五O
五
1

六
)
の
こ
と
ば
の
フ
ェ
テ
ィ
シ

1
1
1
H
1
1
1
1
1
i
l
l
i
t
-
-
;
!
;
i
l
l
-
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ズ
ム
と
そ
れ
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。
こ
う
し
て
知
識
人
は
「
民
衆
H

大
衆
の
欲
求
や
願
望
、
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
感
情
を
知
ち
」
ず
、
「
宙
に
浮

い
た
」
存
在
H

根
な
し
草
な
の
で
あ
る

(
Q
皿
一
一
一
一
七
〉
。
そ
し
て
ま

さ
に
「
大
衆
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
知
識
人
エ
リ
ー
ト
」
が
「
援
寧
な
き

『
前
衛
』
、
歩
兵
隊
及
び
砲
兵
隊
な
き
『
突
撃
部
隊
ヒ

(
Q
m
一
六
七
六
〉

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
グ
ラ
ム
シ
の
「
知
識
人
|
大
衆
」
の
弁
証
法

は
、
決
し
て
大
象
(
非
知
)
に
安
易
に
依
拠
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
衆

に
お
け
る
「
知
」
の
欠
落
を
意
識
し
な
が
ら
ー
「
知
識
人
ハ
知
)
」
と
「
大

衆
(
非
知
〉
」
と
を
同
一
の
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
「
知
」
が
「
非
知
」
で
あ

り
、
「
非
知
」
が
「
知
」
で
あ
る
と
い
う
展
開
を
合
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

一
一
同
う
な
れ
ば
、
「
感
性
」
と
「
知
性
」
と
の
弁
証
法
的
統
一
こ
そ
が
グ
ラ

ム
シ
の
思
想
的
校
心
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を

思
え
ば
、
彼
の
守
口
う
「
指
噂
者
」
が
ま
さ
に
「
感
性
」
に
関
わ
る
「
政
治

家
」
と
「
知
」
の
「
専
門
家
」
と
の
合
一
(
u
m
一
五
五
一
〉
な
の
は
理

の
当
然
で
あ
っ
た
。

(
1
)
参
照
、
北
際
政
「
自
由
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
l
p

ロ
l

チ
Z

の
政
治
思
抑
制

(
下
)
」
、
『
思
想
』

m
五
五
三
号
、
一
九
七
O
年
七
月
号
@

(
2
)
り
・
の
ユ
B
E
-
河
-
g
ω
同
岡
山
O
「
r
H
L町
内
の
司
自
国R
r
M
M
-
H
叶
∞
-

(
3
U
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
宏
「
沈
黙
と
言
語
」
、
『
思
哲
第
五
一
一
一

六
サ
、
一
九
六
九
年
二
月
分
、
五
三
冗
。

お
わ
り
に

以
上
グ
ラ
ム
シ
の
忠
利
仰
を
「
獄
中
ノ
l

ト
」
の
中
か
ら
整
理
し
て
み
た

が
、
も
と
よ
り
す
べ
て
の
項
目
に
あ
た
っ
て
再
構
成
す
る
わ
け
に
は
い
か な

か
っ
た
の
で
見
落
と
し
て
い
る
点
は
多
々
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
、

従
来
の
研
究
が
宕
過
し
て
い
た
点
は
そ
れ
な
り
に
指
摘
し
え
た
よ
う
に
も

思
う
。
グ
ラ
ム
シ
を
「
現
代
(
先
進
産
業
社
会
)
の
レ
l
z
γ
」
と
述
べ
た

の
は
マ
ッ
チ
オ
ッ
キ
女
史
だ
が
、
そ
の
意
味
で
単
な
る
理
論
家
と
し
て
で

は
な
く
革
命
家
と
し
て
と
ら
え
る
研
究
が
今
後
の
主
力
と
な
ら
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
ま
だ
ま
だ
研
究
は
よ
う
や
く
本
格
的
と
な
っ
た
ば
か
り
で

あ
り
、
我
々
の
な
す
べ
き
作
業
は
余
り
に
も
多
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
註
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
成
松
渉
、
真
木
悠
介
、
足
立
和
浩

諸
氏
の
論
稿
に
も
多
大
の
教
一
示
を
受
け
て
い
る
。
記
し
て
謝
し
た
い
。
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円l
u

「
各
々
の
世
代
が
一
人
の
新
し
い
ル
ソ
ー
を
発
見
す
る
」
と
一
一
己
わ
れ
る
。

ル
ソ
l
の
同
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
人
々
は
ル
ソ
l
の
著
作
を
説

み
、
事
実
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
関
心
に
従
っ
て
、
い
く
つ
も
の

相
兵
な
る
ル
ソ
1

像
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
の

時
代
の
ル
ソ
ド
像
は
何
か
と
山
う
時
、J
・
ス
L
P

ロ
パ
ン
ス
キ
ー
が
『
ジ

(2
>

ャ

γ
H

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
|
|
|
透
明
と
陣
お
』
(
一
九
五
七
年
〉
に
お
い

て
拠
出
し
た
、
作
品
と
そ
の
背
後
の
人
間
と
の
一
つ
の
見
事
な
術
限
的
総

合
に
よ
る
ル
ソ

l

像
は
、
明
ら
か
に
そ
の
最
も
有
力
な
候
補
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。ス

タ
ロ
パ
ソ
ス
キ
ー
は
、
し
か
し
、
こ
の
著
作
の
後
、
一
九
六
二
年
に

(
3
V
 

発
表
し
た
「
ル
ソ
!
と
諸
起
源
の
探
究
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
ル
ソ
l

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
終
り
だ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な

い
。
絶
え
ず
新
た
に
や
り
直
す
こ
と
、
方
向
を
定
め
直
す
こ
と
、
あ
る

い
は
方
向
を
転
ず
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
に
ル
ソ
ー
を
親
し
い
も
の
と
し
、

彼
を
今
度
こ
そ
最
終
的
に
把
え
得
た
と
い
う
安
ら
か
な
確
信
を
与
え
て

く
れ
て
い
た
定
式
や
イ
メ
ー
ジ
を
忘
れ
去
る
こ
と
が
、
常
に
必
要
な
の

へ4
)

で
あ
る
c

」

ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ

l

自
身
に
よ
る
こ
の
言
明
は
、
い
わ
ば
ス
タ
ロ
パ
γ

ス
キ
l

の
総
合
以
後
の
ル
ソ
l

研
究
の
あ
り
方
を
暗
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
も
し
慨
が
言
う
よ
う
に
、
「
ル
ソ
l

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
終
り

だ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
の
で
あ
る
な
ら
、
一
つ
の
総
合
の
後
に

は
、
そ
の
解
体
が
統
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
突
際
、
六
十
年
代
以
降
の
ル
ソ

l

研
究
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
の
は
、
司
ハ
タ
ロ
パ
γ
ス
キl
の
ル

ソ

l

像
の
否
定
あ
る
い
は
別
な
ル
ソ

l

像
の
対
置
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら

の
離
れ
、
む
し
ろ
端
的
に
、
一
つ
の
総
合
さ
れ
た
ル
ソ
l

像
を
形
成
す
る

こ
と
か
ら
の
離
れ
の
動
き
に
他
な
ら
な
い
。

ス
タ
ロ
パ
γ

ス
キ
ー
か
ら
離
れ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
先
に
引

用
し
た
『
ル
ソ
!
と
諸
起
源
の
探
究
』
は
、
そ
の
こ
と
を
逆
説
的
に
垣
間

見
さ
せ
て
く
れ
る
。
ス
タ
ロ
パ
γ
ス
キ
ー
は
こ
の
中
で
、
ル
ソ

l

の
「
体

系
的
な
」
作
品
群

Q
人
間
不
平
等
起
源
論
』
『
社
会
契
約
論
』
『
エ
ミ
l

ル
』
等
)
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
お
け
る
八
起
源
V
の
探
究
が
、

共
通
し
た
主
題
を
な
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
題
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
彼
の
視
点
は
、
ル
ソ
l

に
お
け
る
も
う
一
つ
の
別
な
八
起
源
V

の
探
究
の
系
列
の
存
在
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
「
体
系
的
な
」

著
作
自
体
の
生
み
出
さ
れ
た
八
起
源
V
の
探
究
と
し
て
の
、
後
期
の
自
伝
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的
作
品
群
Q
マ
ル
ゼ
ル
プ
へ
の
手
紙
』
『
告
白
』
『
対
話
』
円
孤
独
な
散
歩

者
の
夢
想
』
等
)
の
系
列
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ロ
パγ
ス
キ
ー
は
、
両

者
の
系
列
を
接
続
し
て
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソI
に
お
け
る
八
起

源
V
の
探
究
の
意
味
と
し
て
の
、
八
私V
、
語
る
主
体
と
し
て
の
ル
ソ
l

(
5
)
 

自
身
の
「
特
異
性
」
の
確
認
と
い
う
隠
さ
れ
た
主
題
を
見
出
し
て
い
る
。

こ
の
把
え
方
の
基
底
に
は
、
ル
ソ
l

に
お
い
て
は
、
例
え
ば
八
自
然
V

と
い
う
よ
う
な
概
念
も
、
「
思
弁
的
思
考
が
措
定
し
探
究
す
る
客
観
的
主

題
で
は
な
〈
、
諮
る
主
体
の
最
も
内
密
な
主
観
性
と
互
い
に
入
り
混
じ
っ

(
6
)
 

て
い
る
」
と
い
う
基
本
的
な
認
識
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
、

お
よ
そ
ル
ソ
ー
を
読
む
上
で
の
基
本
的
問
題
を
提
起
す
る
。

す
な
わ
ち
、
ル
ソ
l
の
テ
キ
ス
ト
は
常
に
二
つ
の
意
味
の
中
心
に
向
か

っ
て
同
時
に
引
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
一
方
は
そ
こ
で
諮
ら
れ

て
い
る
主
題
で
あ
り
、
他
方
は
そ
れ
を
諮
る
主
体
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ

る
。
久
タ
ロ
パ
ス
キ
ー
が
主
に
注
目
す
る
後
期
の
諸
作
品
に
お
い
て
は
、

こ
の
二
つ
の
中
心
は
、
語
ら
れ
る
ル
ソ
!
と
語
る
ル
ソ
!
と
な
っ
て
、
両

者
は
い
わ
ば
、
ル
ソ
!
と
い
う
山
閥
的
な
存
在
の
中
に
収
束
す
る
。
け
れ

ど
も
前
期
の
「
体
系
的
な
」
新
著
作
に
お
い
て
は
、
一
問
者
は
距
離
を
置
い

て
対
附
し
て
い
る
。

こ
の
場
介
、
対
応
の
鋭
と
し
て
二
つ
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第

一
に
、
ル
ソ
ー
を
窓
味
の
中
心
と
し
て
、
ル
ソ
|
に
お
け
る
各
主
題
の
意

味
を
見
出
す
こ
と
。
第
二
に
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
主
題
の
問
題
と
し
て
の

肱
が
り
の
小
で
の
、
ル
ソ
l

の
テ
キ
マ
ハ
ト
の
位
置
を
求
め
る
こ
と
。
別
な

言
い
方
を
す
れ
ば
、
ル
ソ
l

の
テ
キ
ユ
卜
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
の

ル
ソ
l

の
ド
ラ
マ
を

H
Aる
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
'
aう
主
題
の
ド
ラ
マ
を

見
る
の
か
。
お
よ
そ
ル
ソ
l
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
研
究
は
、
こ
の
二
つ
の

極
の
聞
に
、
何
ら
か
の
仕
方
で
自
分
の
位
置
を
定
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

a
ソ
。ス

タ
ロ
パ
γ
ス
キ
l

自
身
の
立
場
は
明
ら
か
に
前
者
で
あ
り
、
先
の
論

文
の
意
図
も
、
ル
ソ
l

の
著
述
に
お
け
る
明
示
的
主
題
(
「
起
源
の
探
究
」
)

が
そ
の
背
後
に
持
つ
ル
ソ
l

的
意
味
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
ス
タ
ロ
パ
γ

ス
キ
ー
は
自
ら
の
立
場
の
弁
明
を
し
て
い
る
。
こ
の

弁
明
は
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、

c

・
レ
グ

ィ

H

ス
ト
ロ
ー
ス
の
影
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

人
類
学
者
レ
グ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
久
が
ル
ソ
l

研
究
に
与
え
た
影
響
を
過

大
評
価
し
て
は
な
る
ま
い
。
彼
は
ル
ソ
1

に
つ
い
て
も
作
品
に
つ
い
て
も
、

何
ら
実
質
的
な
解
明
を
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
。
彼
が
も
た
ら
し
た
の

は
、
ル
ソ
l

の
作
品
を
、
ル
ソ
l

に
お
い
て
読
む
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ

に
お
い
て
読
む
可
能
性
の
示
唆
だ
け
で
あ
る
。
『
悲
し
き
熱
帯
』
の
終
章
に

(
7
)
 

お
い
て
彼
は
、
ル
ソ
ー
を
二
つ
の
点
で
彼
自
身
と
宜
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

第
一
に
、
西
欧
文
明
に
内
在
す
る
民
族
中
心
主
義
(
叩
笹
田

o
n
g
E
m
g
叩
〉

に
対
す
る
、
人
類
学
的
視
野
か
ら
の
先
駆
的
批
判
者
と
し
て
。
第
二
に
、

そ
う
し
た
批
判
の
上
に
立
っ
て
、
根
源
的
に
「
文
明
の
起
源
」
を
問
う
者

と
し
て
。
こ
こ
で
レ
グ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
ル
ソ

l

の
著
作
を
通
し
て
、

ル
ソ
ー
を
で
は
な
く
、
問
題
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
先
の
整
理
に
よ
れ
ば

後
者
の
方
向
に
属
し
、
か
っ
そ
こ
で
、
現
代
の
知
的
関
心
が
ル
ソ
ー
か
ら

取
り
出
す
特
権
的
主
題
と
し
て
、
西
欧
の
民
族
中
心
主
義
と
、
「
文
明
の

起
源
」
の
問
題
と
を
提
示
し
た
。

先
の
『
ハ
タ
ロ
パ
シ
ス
キ
!
の
論
文
は
、
こ
う
し
た
「
起
源
」
の
問
題
に
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引
き
つ
け
た
ル
ソ
ー
へ
の
関
心
に
対
す
る
、
ル
ソ
l

研
究
の
国
有
の
立
場

か
ム
の
一
九
冶
と
は
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
意
図
は
、
ど
の
よ
う
な
主
題

に
わ
っ
て
ル
ソ
|
の
著
作
を
割
り
切
ろ
う
と
し
て
も
、
必
ず
剰
余
と
し
て

(8
>

の
ル
ソ
l

自
身
か
伐
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
裏
返
し
の
形
で
示
さ
れ
て
い

る
、
久
タ
ロ
パ
ン
九
キ
ー
か
ら
の
離
れ
の
一
つ
の
方
向
を
見
出
し
得
る
。

そ
れ
は
、
先
の
対
立
図
式
に
お
け
る
後
者
の
方
向
、
ル
ソ
l

の
著
述
の
中

に
、
ル
ソ
l

の
ド
ラ
マ
か
」
は
る
と
川
時
に
、
主
題
自
体
の
ド
ラ
マ
を
読
み

取
ろ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
レ
グ
ィ

H

ス
ト
ロ
ー

久
に
よ
っ
て
拠
示
さ
れ
た
、
今
日
の
知
が
ル
ソ
ー
か
ら
引
き
出
す
特
権
的

主
姐
と
し
て
の
、
ム
文
明
V
あ
る
い
は
八
文
化
V
の
〈
起
源
V
の
主
題
が
、

そ
の
小
心
的
主
凶
の
位
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

六
十
年
代
以
降
の
ル
ソ
l

研
究
の
中
に
あ
っ
て
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な

力
向
を
推
し
進
め
た
一
群
の
研
究
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

L

・
ア
ル
チ

ュ
七
|
ル
等
の
八
認
減
論
V
グ
ル
ー
プ
の
ル
ソ

l

研
究
、
そ
し
て
と
り
わ

け
、
ー
・
デ
リ
グ
に
よ
る
ル
ソl
読
解
の
新
た
な
試
み
で
あ
る
。
こ
の
小

論
の
意
図
は
、
こ
れ
ら
を
ル
ソ
l

研
究
の
視
野
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
今
日
の
ル
ソ
l

研
究
が
置
か
れ
て
い
る
問
題
状
況
の
一
側
面

を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
1
〉
』
・
ω
g
g
Z
E
E
-
A
m
m
o
ロ
自
S
E
R
E
『
R
7
0
R
E
O
品
g
ロ
ユ
岡
山
口
g
v


山
口
、-
-
h
.
句
。
S
包
E
H
h
白
守

s
a
E
5
5
氏
、
s
a
R
r
g
Z
片
品
。

h
r
b
H
a
包
伝
言
、
河
言
句
認
E
-

盟
主

O
ロ
の
曲
目
即
日
間
『
門
田
・
同
由
吋
H
・
M
M
・
2
由

初
出
、
n
s
m
町
、
民
良
句
R
h
戸
出
。
ω白
N
H
U
m
N
・

(
2
〉
】
-
m
g
『
O
Z
E
E
-
H
・
H
-
E
E
h
n
g
H
E
3
2
E
高
湾
内
ぬ
こ

-
S・

え
ぬ
円
~
F
F
F
『
田
町
一
O
H
M
-
8
・
】
由
日
叶
"
初
版
。
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(
3
)
』
-
g
R
O
『
町
田
区
-
A
河
E
E
B
ロ
2
z
z
n
F
R
n
F
O
島
市
目
。
ユ
岡
山
口
。
凹
V
-

。
、
・
円
む
・
注
l

、
参
照
。

(
4
)
e
・
h
・
・
M
M
-
包
由
・

〈5
)
h
E
.
R
・
唱
司
-
U
M
ナ
ω
M
叶
・

ハ6
〉
芯
町
民
司
ω
M
印
・

(
7〉
の
・
広
三
・
ω
門
B
E
g
-
M
1
5
宮
司
、
6
V
H
.

喝
器
F
2
D
P
M
g
u
・3
・
b
?

A
H
M
山
・

(
8〉
』
・
盟
国
『
o
r
z
ω
r
r
A
河
口
5
m
S
E
a
-

同
門

m
n
F
R
n
z
b
g
o
ユ
岡
山
口
g
V

匂

。
』p
a
.
F
司
・
ω
N
O

L

・
ア
ル
チ
ュ
セ

l

ル
を
中
心
と
す
る
、
パ
リ
の
エ
コ
ル
・
ノ
ル
マ
ル

(
高
等
師
範
学
校
門
間
n
o
紅
白

R
E
W
E
-
号
再
開
)
の
哲
学
・
人
文
科

学
研
究
者
の
集
ま
り
で
あ
る
八
認
識
論
V
グ
ル
ー
プ
(
P
R
町
内
法
U
E
臥
・

日
o
z
m
同
町
〉
は
、
六
十
年
代
半
ば
か
ら
研
究
誌
〈

n
s
m
問
、
官
官
、
~
・
b
g


守
包
V
を
刊
行
し
て
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
独
自
な
研
究
活
動
を
推
し

進
め
て
き
た
が
、
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
十
号
余
の
八
円
リ
与
な
、
、
室
、

で
b
s
守
的
問V
の
う
ち
、
四
号
と
八
号
の
二
つ
の
号
が
、
ル
ソ
l

研
究
の

特
集
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
一
九
六
六
年
に
出
さ
れ
た
四
号
は
、
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
レ
グ

[9
>

ィ

H

ス
ト
ロ
ー
ス
」
と
題
さ
れ
、
J

・
デ
リ
ダ
の
「
自
然
・
文
化
・
エ
タ

(
叩
)

リ
チ
ュ
l

ル
|
|
レ
グ
d
H

ス
ト
ロ
ー
ス
か
ら
ル
ソ
l

へ
」
と
、
J

・
モ

ハu
v

ス
コ
1
-

一
の
「
認
識
能
力
の
生
成
理
論
に
つ
い
て
」
を
収
め
て
い
る
。

次
に
一
九
七
二
年
に
八
号
「
ジ
ャγ
H

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ

l

の
ア
γ
パ

ハ
ロ
)
門

u
v

ン
セ
」
が
出
さ
れ
、
L

・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
「
『
社
会
契
約
論
』
に
つ
い
て
」
、
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円M
H
V

A
・
グ
ロ
リ
シ
ャ
l

ル
「
ル
ソ
l

の
重
カ
」
、p
・
ォ
γ
ャ
l

ル
「
自
然

門
店
〉

的
権
利
と
模
像
」
、M
・
フ
ラ

γ
ソ

γ

「T
b
i
-
-
ル
ソ
1

の
数
学
的
一
百

円
凶
)

語
」
等
を
収
め
る
。

前
者
の
特
集
題
目
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
レ
ヴ
ィH
ス
ト
ロ
ー
ス
」
は
、

彼
ら
の
ル
ソ
l

研
究
あ
る
い
は
十
八
世
紀
思
想
研
究
が
、
前
節
に
述
べ
た

レ
グ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
初
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
論
文
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
基
本
的
な
姿
勢
を
見
る
た
め
に
、
モ
ス
コ
l
z
と
グ
ロ

リ
シ
十
l

ル
の
二
つ
の
論
文
だ
け
を
取
り
上
げ
た
い
。
な
お
デ
リ
タ
の
論

門
口
〉

文
は
、
後
に
、
後
述
す
る
彼
の
主
著
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
l

に
つ
い
て
』
に
、

そ
の
一
部
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
モ
ス
コ
l
-
一
の
「
分
析
と
発
生
|
十
八
世
紀
に
お
け
る
認
識
能
力

《
同
〉

の
生
成
の
理
論
へ
の
視
点
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
論
文
で
モ
ス
コ
l
-

一

は
、
レ
グ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
の
提
起
を
受
け
て
、
「
文
化
の
起
源
」
に
関

す
る
レ
グ
ィ
H

ス
ト
ロ
ー
ス
の
問
題
意
識
と
ル
ソ
l

の
そ
れ
と
が
、
ど
こ

ま
で
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
か
の
検
証
を
意
図
し
て
い
る
。

そ
の
方
法
と
し
て
彼
は
、
ル
ソ
l
に
お
い
て
、
「
文
化
の
発
生
」
と
「
知

的
認
識
能
力
の
泌
仰
」
と
が
互
い
に
等
側
な
事
態
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
て
、
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
『
言
語
起
源
論
』
に
お
け

る
認
識
能
力
の
発
述
に
閲
す
る
記
述
を
、
同
時
代
に
同
じ
く
認
識
能
力
の

生
成
を
論
じ
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
感
覚
論
』
お
よ
び
『
人
間
認
識
起

(
印
)

源
論
』
の
記
述
と
の
、
形
式
的
比
較
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ル

ソ
!
の
論
述
の
特
徴
と
新
ら
し
さ
を
見
出
そ
目
と
す
る
。

彼
は
、
ル
ソ
i

の
論
述
が
、
大
枠
に
お
い
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
そ
れ

と
ほ
と
ん
ど
一
致
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
認

め
る
。
け
れ
ど
も
彼
は
次
の
点
に
両
者
の
決
定
的
な
相
途
を
見
る
。
そ
れ

は
、
コ
シ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
、
認
識
飽
力
の
生
成
の
問
題
か
、
既
に

あ
る
完
成
さ
れ
た
能
力
の
、
単
純
な
要
素
へ
の
還
元
・
分
析
の
問
題
と
し

て
、
身
体
的
基
礎
か
ら
の
必
然
的
な
形
成
過
程
と
し
て
犯
え
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
ル
ソ
l

の
場
合
、
身
体
的
基
礎
か
ら
だ
け
発
す
る
自
然
的

過
程
と
し
て
は
、
知
的
認
識
能
力
の
発
生
は
(
そ
れ
故
「
文
化
」
の
発
生

は
〉
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
知
的
認
識
能
力
の
八
起
源

V

は
「
歴
史
的
」
過
程
の
中
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
だ
。

別
な
函
か
ら
言
う
と
、
生
成
の
基
点
と
な
る
状
態
。
ぷ
S
H
O

ユ
阿
古
色
)

に
お
い
て
、
コ
γ
デ
ィ
ヤ

M
Y
ク
の
場
合
は
、
既
に
個
を
超
え
た
あ
る
社
会

性
(
g
m
5
5
5

⑦
が
前
挺
さ
れ
て
い
る
が
、
ル
ソ
ー
は
あ
ら
ゆ
る

(
初
)

社
会
性
を
拒
否
し
た
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
モ
ス
ヨ

l

ュ
は
、
ル
ソ
l

に
お
い
て
、
「
社
会
性
」
と
「
文

化
能
力
」
の
相
互
補
完
性
の
中
で
の
、
無
か
ら
の
脱
出
と
い
う
逆
説
と
し

て
の
八
起
源
V
の
不
可
能
性
と
、
そ
の
逆
説
を
越
え
て
し
ま
っ
た
特
異
な

事
態
と
し
て
の
「
歴
史
的
起
源
」
の
認
識
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ

に
コ
γ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
静
的
な
体
系

Q
g
a
a
中g
g

〉
の
活
性
化
・
時

間
化
と
い
う
、
ル
ソ
l

の
論
述
の
基
本
的
性
格
を
引
き
出
し
て
い
る
。
そ

し
て
彼
は
、
こ
う
し
て
逆
説
的
に
活
性
化
さ
れ
た
令
念n
t
4
3
A起源
V

の
観
念
の
う
ち
に
、
レ
グ
ィ

H

ス
ト
ロ
ー
ス
の
人
類
学
的
意
識
の
八
起

源
V
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
モ
久
コ
l

ニ
の
場
合
、
八
起
源
V
の
主
題
と
し
て
表
わ
れ
た
、
ル

ソ

l

の
問
題
意
識
の
特
徴
的
な
方
向
と
、
そ
の
意
味
の
抽
出
が
意
図
さ
れ
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て
い
る
の
に
対
し
て
、
〆
ロ
リ
シ
ャ
l

ル
の
「
ル
ソ
!
の
電
力
」
は
、
ル

ソ

l

の
班
愉
的
汗
作
全
体
を
引
く
一
つ
の
総
合
モ
デ
ル
を
、
こ
う
し
た
問

題
意
識
か
ら
山
発
し
て
、
設
川
ん
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

グ
ロ
リ
シ
ャ

l

ル
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
l

に
お
い
て
、
歴
史
は
、
八
起

源
V
に
お
け
る
失
な
わ
れ
た
均
衡
(
】
・2
E
ロ
可
叩
〉
を
補
償
し
よ
う
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
不
均
衡
2
2
E
E
ロ
『
『
叩
)
を
弘
大
し

(
幻
)

て
い
く
、
「
H
品
川
さ
れ
仰
な
い
抗
力
の
中
心
へ
の
来
て
し
な
い
探
究
」
と

し
て
担
え
ら
れ
て
い
る

u

〆
ロ
リ
シ
ャ
|
ル
は
、
ル
ソ
l
の
理
論
的
著

作
を
、
こ
の
不
均
術
な
枇
川
介
に
灼
仇
を
川
伐
す
る
た
め
の
対
抗
加
重

(
n
oロ門
店
吉
区
田
)
の
体
系
と
し
て
抱
え
る
。

彼
の
視
点
は
、
7
7
、
l

ル
〕
の
小
に
、
こ
の
対
抗
加
重
の
全
体
系
の

〔
刊
コ

中
心
、
す
な
わ
ち
ん
ソ
l

に
お
け
る
「
兎
力
の
中
心
」
を
見
出
す
こ
と
に

あ
る
。
彼
は
、
ル
ソ
l

に
お
い
て
、
八
起
源
V
か
ら
の
拍
離
は
、
個
人
の

あ
り
方
と
社
会
の
あ
り
方
の
二
武
の
側
面
に
お
い
て
抱
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
源
的
な
あ
り
方
と
そ
こ
か
ら
の
荊
離
の
認
識
が
、
『
人
間

不
平
等
起
源
論
』
と
『
社
会
契
約
論
』
に
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
と
見

る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
誌
の
荊
離
の
状
況
に
対
す
る
ル
ソ
l

の
解
答
が
、

〔
幻
)

『
子
、
、l

ル
』
に
お
け
る
、
「
社
会
状
態
の
中
に
生
き
る
自
然
人
」
と
し
て

の
エ
ミ
l

ル
の
形
成
で
あ
る
と
抱
え
る
。

グ
ロ
ロ
ジ
ャ

l

ル
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
『
子
、
、
l

ル
』
を
、
後
期

の
著
作
を
も
含
め
て
ル
ソ
l

の
全
著
作
の
「
重
力
の
中
心
」
と
し
て
設
定

し
、
そ
こ
か
ら
ル
ソ
l

の
各
著
作
そ
れ
ぞ
れ
を
、
『
子
、
、
l

ル
』
の
テ
ク

ス
ト
の
構
造
に
関
係
づ
け
て
位
援
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

以
上
は
両
論
文
の
骨
組
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
は
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そ
こ
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
ル
ソ

l

研
究
の
、
次
の
よ
う
な
特
徴
的
な
方

向
を
見
出
す
"
」
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
彼
ら
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
と
し
て
の
ル
ソ

ー
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
ル
ソ
ー
が
明
示
的
お
よ
び
非
明
示
的
に
提
示
し

た
主
恩
の
京
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
ら
は
、
ル
ソ

ー
と
い
う
一
人
の
人
間
の
ド
ラ
マ
の
中
に
、
ル
ソ
!
と
い
う
存
在
が
わ
れ

わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
多
様
な
問
題
の
、
錯
綜
と
統
合
の
ド
ラ
マ
を
見
て

い
る
。

従
っ
て
、
第
二
に
、
彼
ら
に
お
い
て
何
ら
か
の
総
合
が
意
図
さ
れ
る
場

合
で
も
、
そ
れ
は
決
し
て
、
ル
ソ
!
と
は
こ
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
た
、

ま
た
ル
ソ
!
の
思
忽
は
こ
の
よ
う
な
休
系
を
も
ち
、
こ
の
よ
う
な
思
怨
史

的
意
味
を
担
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
規
定
に
よ
る
一
つ
の
「
ル
ソ
l

像
」

を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
例
え
ば
グ
ロ
リ
シ
ャ

l

ル
の
場
合

に
意
図
さ
れ
て
い
る
「
対
抗
加
宜
の
体
系
」
と
し
て
の
ル
ソ
l

の
著
作
の

総
合
の
試
み
も
、
ル
ソ
l

の
各
主
題
問
の
関
係
づ
け
の
枠
を
出
る
も
の
で

は
な
い
。

こ
う
し
た
把
え
方
は
、
全
体
と
し
て
の
ル
ソ
ー
を
、
必
ず
し
も
、
よ
り

明
ら
か
な
も
の
と
は
し
な
い
。
で
は
そ
れ
は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
ス
タ
ロ
パ
γ
久
キ
!
の
言
う
「
方
向
を
変
え
る
こ

と
」
(
忠
臼
ロ
ユ
g
Z
3
、
ル
ソ
ー
を
再
度
謎
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ

ー
に
お
い
て
、
従
来
光
の
当
た
ら
な
か
っ
た
主
題
群
を
顕
在
化
す
る
こ
と

だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
八
認
識
論V
グ
ル
ー
プ
の
ル
ソ

l

研
究
は
、

一
つ
の
方
向
を
示
唆
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
多
様
な
試
恥
と
い
う
意

味
を
よ
り
強
く
も
っ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
試
み
の
中
か
ら
、
自
ら
を
、
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ル
ソ
l

読
解
の
新
た
な
レ
ベ
ル
へ
と
形
成
し
て
い
っ
た
の
が
、

ダ
の
場
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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。
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H
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・0
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E
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a
・
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k
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町J
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た
・

(
m〉
S
R
・
p
h
叶
・

ハ
幻
〉
叫
史
民
円
、
明
ぉ
・

内M
V

J

・
デ
リ
ダ
の
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ヲ
ー
に
つ
い
て
』
(
一
九
六
七
年
刊
〉
が

わ
れ
わ
れ
の
思
惟
世
界
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
そ
の
意
味
と
は
、
刊
行
後

十
年
を
経
た
今
日
で
も
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
た
い
。
け
れ
ど
も
お
そ

ら
く
今
言
い
得
る
こ
と
は
、
西
欧
形
而
上
学
の
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
解
体

と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
と
か
、
パ
ロ
l

ル
の
優
越
に
対
す
る
エ
グ
リ
チ
ュ
l

ル
の
復
権
と
い
う
よ
う
な
大
仰
な
言
葉
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
害

物
に
対
し
て
は
な
る
ま
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
l

に
つ
い
て
』
は
、
既
に
別
な
機
会
に
発
表
さ
れ
た

部
分
を
含
め
て
〈
例
え
ば
、
第
二
部
第
一
章
「
文
{
子
の
日
帯
力
|
|
レ
ヴ
ィ

H

ス
ト
ロ
ー
ス
か
ら
ル
ソ
l

へ
」
は
、
先
に
述
べ
た
八

n
S
守
官
民
、

『.
h山
富
町
、
崎
両

V
の
四
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
〉
、
大
き
く
二
部
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。

第
一
部
「
文
字
以
前
の
エ
ク
り
チ
ュl
ル
」
に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
、
ソ

シ
ナ
'
ル
言
語
学
に
お
け
る
「
意
味
す
る
も
の
」
笠
岡
田
町
民
自

σ

と
「
意

味
さ
れ
る
も
の
」
(
位
向
ロ53
の
区
分
へ
の
批
判
か
ら
出
発
し
て
、
西
欧

の
言
語
思
想
の
伝
統
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
パ
ロ
ー
ル
(
音
声
言
語
〉
が

エ
タ
り
チ
ュ
l

ル
(
文
字
言
語
)
に
優
越
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
特
別
な
価
値
づ
け
は
、
西
欧
の
思
惟
の
根
源
に
あ
る
「
究
額
的
な
意

味
さ
れ
る
も
の
」
(
真
の
意
味
)
へ
の
信
仰
と
、
そ
の
直
接
的
現
前
と
し

て
の
「
声
」
と
い
う
観
念
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
文
字
は



」
の
「
戸
」
の
記
号
、
記
号
の
記
号
で
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ハ
特
に
凶
欧
の
表
山
川
文
・
1
'は
〉
、

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
他
方
で
彼
は
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
も
そ
も
記
号
体
系
と

し
て
の
言
語
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
意
味
す
る
も
の
」
も
「
意
味
さ
れ

る
も
の
」
も
、
と
も
に
分
節
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
分
節
化
と

は
、
山
雌
性
の
内
部
へ
の
間
般
的
契
機
の
羽
入
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
直

銭
的
川
弘
前
に
対
立
す
る
江
川
性
と
い
う
似
似
的
な
意
味
で
の
エ
ク
リ
チ
ュ

I

ル
(
デ
リ
ダ
が
八
岳
民
母
国
ロ
B
V
と
呼
ぶ
契
機
)
は
、
突
は
パ
ロ

l

ル

に
先
立
っ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
爪
な
る

-
y
n訴州
三
川
の
仲
を
同
地
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
彼
が
主
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
態
は
、
言
語

の
あ
り
方
で
あ
る
よ
り
は
、
言
語
合
こ
の
批
芥
に
も
た
ら
し
た
当
の
事
態

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
言
語
を
合
む
人
聞
の
文
化
一
般
の
八
起

源
V
へ
の
川
い
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
世
耕
を
こ
の
世
界
と
し
て
も
た
ら
し

た
基
底
的
な
事
態
へ
の
問
い
を
合
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
哲
学
に
属
し
て
き

た
問
い
で
あ
る
が
、
デ
リ
ダ
に
お
い
て
は
、
哲
学
を
超
え
て
問
わ
れ
て
い

る
。第

一
部
に
お
い
て
、
西
欧
の
思
般
の
歴
史
一
般
に
対
し
て
問
わ
れ
た

八
起
臥
V
へ
の
川
い
を
、
デ
リ
ダ
は
第
二
部
「
自
然
・
文
化
・
エ
ク
リ
チ

ュ
l

ル
」
に
お
い
て
、
一
つ
の
特
定
の
テ
キ
ス
ト
の
逐
次
的
な
読
解
の
作

業
の
中
で
、
具
体
的
な
事
態
に
即
し
た
問
い
へ
と
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い

(
お
〉

る
。
選
ば
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
ル
ソ
l

の
『
言
語
起
似
論
』
で
あ
る
。

そ
の
中
で
デ
リ
ダ
は
、
『
言
語
起
源
論
』
の
論
述
に
お
い
て
、
「
代
術
」

(
白
石
℃
広
g
g
σ
と
い
う
考
え
方
が
主
要
な
役
割
を
来
し
て
い
る
こ
と
に
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注
目
す
る
。
例
え
ば
、
言
語
に
お
け
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
働
き
が
失
な
わ
れ

門
町
拘
〉

て
、
そ
れ
を
文
法
的
な
組
合
せ
が
代
っ
て
補
う
、
と
言
わ
れ
る
。
デ
リ
ダ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
代
補
」
の
構
造
は
『
言
-
論
起
源
論
』
全
体
を
於
い
て

い
る
。
最
初
の
分
節
化
さ
れ
た
言
語
は
「
自
然
の
叫
び
声
」
の
代
初
で
あ

り
、
文
字
言
明
川
は
背
戸
言
認
の
代
初
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ソl
に
お

い
て
は
、
言
訴
の
成
立
と
発
達
の
歴
史
は
、
本
源
的
な
あ
り
方
(
「
自
然
の

叫
び
戸
」
)
か
ら
山
免
し
て
、
そ
れ
を
次
々
と
、
よ
り
非
本
来
的
な
あ
り
方

が
代
捕
す
る
と
い
う
、
代
初
の
系
列
と
し
て
抱
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
デ
リ
〆
は
、
同
じ
「
代
補
」
と
い
う
言
い
方
が
、
『
告
白
』
の

中
で
ル
ソ
!
日
・
身
の
行
為
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ル
ソ
l

に
と
っ
て
、
テ
レ
l

ズ
は
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
夫
人
の
代
補
で
あ
り
、
ヴ

(
幻
〉

ア
ラ
ン
ス
夫
人
は
ま
た
失
な
わ
れ
た
母
親
の
代
初
で
あ
る
。
こ
う
し
て

「
代
補
」
の
概
念
は
、
ル
ソl
に
お
い
て
、
言
語
形
成
の
理
論
モ
デ
ル
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
自
身
の
行
動
.
除
理
で
も
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
他

の
著
作
Q
エ
ミ
l
ル
』
等
〉
を
も
引
用
し
て
、
そ
れ
が
ル
ソ
l
に
お
け
る

基
本
概
念
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

こ
の
「
代
初
」
の
概
念
は
、
そ
の
代
術
の
系
列
の
初
項
と
し
て
、
最
初

に
代
補
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
自
休
は
代
捕
で
な
い
も
の
、
八
起
源V
の
存

在
を
指
し
示
す
。
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
が
第
一
部
に
述
べ
た
、
「
究
極
的
な

意
味
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
直
接
的
現
前
の
幻
想
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
。

し
か
し
そ
れ
が
、
あ
く
ま
で
「
代
初
」
と
い
う
関
係
の
中
に
あ
る
限
り
、

そ
の
よ
う
な
初
項
は
、
実
際
に
は
存
在
し
得
ず
、
あ
る
の
は
た
だ
代
補
の

無
限
の
系
列
だ
け
な
の
だ
と
デ
リ
ダ
は
言
う
。
こ
う
し
て
彼
は
、
ル
ソ
ー

の
「
代
補
」
の
概
念
に
、
「
差
異
化
し
延
期
す
る
」
こ
と
と
し
て
の
自
ら
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の
八
島
内
同
臥
『

g
n
m
Vの
概
念
を
重
ね
て
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
読
解
の
作
業
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
の
基
本
的
な
立
場
は
、

ル
ソ
ー
が
意
図
し
て
「
明
言
」
(
怠
n
-
R冊
。
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
う
で

は
な
く
「
記
述
」
(
ゑ
n
江
町
叩
)
し
て
い
る
こ
と
と
を
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
、
文
字
言
語
を
、
言
語
の
生
命
力
を
失
な
わ
せ

る
要
素
と
し
て
「
明
言
」
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
デ
リ
ダ
の
言
う

八
岳
民
品
川
町
田
ロ

g
V
と
し
て
の
根
源
的
な
エ
P
リ
チ
ュ
l

ル
が
あ
ら
ゆ
る
言

語
活
動
に
先
行
す
る
こ
と
を
「
記
述
」
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。デ

リ
ダ
に
よ
る
こ
の
ル
ソ
|
の
読
解
は
、
単
な
る
解
釈
で
は
な
く
て
、

批
判
的
な
読
み
込
み
の
作
業
で
あ
る
。
彼
は
ル
ソ
l

の
中
に
、
彼
の
言
う

西
欧
形
而
上
学
の
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
表
現
と
、
そ
の
必
然
的
に
内
包
す

る
矛
盾
と
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
ル

ソ
ー
が
、
単
な
る
批
判
す
べ
き
一
つ
の
範
例
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
ょ

H
J
。

む
し
ろ
デ
リ
ダ
は
、
彼
自
身
の
訴
概
念
を
、
ル
ソ
ー
か
ら
引
き
出
し
て

来
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
か
ル
ソ

l

に
見
出
す
の
は
、
直

接
的
現
前
と
し
て
の
究
振
の
意
味
と
い
う
西
欧
の
思
惟
の
本
源
を
、
そ
の

限
界
を
越
え
て
ま
で
追
求
し
た
が
故
に
、
自
ら
の
意
図
に
反
し
て
、
そ
こ

に
内
犯
す
る
矛
盾
を
「
記
述
」
し
て
し
ま
っ
た
、
一
人
の
驚
く
べ
き
思
想

家
、
四
欧
の
忠
悦
の
股
史
に
お
け
る
一
つ
の
特
異
点
な
の
だ
。

!
こ
と
で
ル
ソ
l

の
テ
キ
ス
ト
に
向
か
う
デ
リ
ダ
の
立
場
が
、
先
の
整
理

に
お
け
る
前
者
の
、
主
題
を
中
心
と
す
る
総
合
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。
彼
に
お
い
て
ル
ソ
l

の
テ
キ
久
ト
は
、
八
岳
民
臥
日
常
叩
V
と
い
う

主
埼
か
否
応
な
く
展
開
台
れ
る
「
場
」
と
し
て
あ
る
・

し
か
し
同
時
に
、
デ
リ
ダ
が
こ
の
「
主
題
の
ド
ラ
マ
」
を
、
『
告
白
』

等
の
読
解
を
通
し
て
、
ル
ソ
l

自
身
の
「
人
聞
の
ド
ラ
マ
」
に
箆
ね
合
わ

せ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
主
題
の
歴
史
に
お
け
る
ル
ソ
l

の
テ
キ

ス
ト
の
特
異
性
は
、
入
間
と
し
て
の
ル
ソ
!
の
特
異
性
と
い
う
基
盤
の
上

に
成
立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
デ
り
ダ
は
、
こ
の
「
主
題
の
ド
ラ
マ
」
を
、

西
欧
の
思
惟
の
歴
史
に
お
け
る
ル
ソ
!
の
時
代
、
「
十
八
世
紀
」
の
特
異
な

[mu

「
時
代
の
ド
ラ
マ
」
の
一
局
面
と
し
て
も
把
与
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
デ
リ
ダ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
主
題
の
ド
ラ
マ
」
ハ
そ
こ
で
は

八
起
源
V
の
主
恩
が
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
)
を
中
心
と
し
な
が
ら
、

そ
れ
と
「
人
間
の
ド
ラ
マ
」
「
時
代
の
ド
ラ
マ
」
と
の
統
合
の
上
に
、
ル

ソ
l

の
テ
キ
ス
ト
の
新
た
な
読
解
の
レ
ベ
ル
を
打
ち
建
て
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
つ
の
新
し
い
ル
ソ
l

像
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
、
第
一
部
に
提
示
し
た
ル
ソ
l

の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
こ
概
性
の
問
題

へ
の
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
が
示
し
得
る
解
答
の
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
よ

う
に
恩
わ
れ
る
。

(
泌
)
し
『
・
0
0
『
『
広

p
h
v。
E
C
E

富
喜
ミ
。
向
。h川
町
内
・
開
島
町
民

O
回
目
品
。
富
山
田
口
町
宮
・

H
g
叶
・
(
前
出
〉
。
邦
訳
、
『
根
源
の
彼
方
に
l
l

グ
ヲ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い

て
』
(
上
・
下
〉
、
足
立
利
治
訳
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
二
年
。

宕
〉
同
・
山
・
河E
m
g
F

岡
崎
長
h
号

E

丸
岡
宮
内
同B
E

話
題

F
E
E
S

内
リ
ユZ
S
E
m
・
2
m
E
m
m
g
g
件
。
件
ロ
o
Z
印
唱
曲
『
n
E
『
-
2
M
M
o
a
a・
。
ロ
可

。
E
n
『
o
p

回
白
色
町
田
ロu
p
H由
町
田
・
な
お
デ
リ
ダ
臼
'
山
河
は
プ
ラ

γ
版
〈
一
八
一

七
年
)
に
よ
っ
て
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
『
言
語
起
源
論
』
の
部
分
の
P

プ

ロ
ソ
ト
が
、
一
九
六
六
年A
ω
o
n広広
島
E

の
S
M】F
m
V
(
A認
減
論
V
グ
ル

ー
プ
)
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
今
ま
で
あ
ま
り
説
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
の



『
言
話
起
州
問
論
』
の
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
軍
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
間
短

的
特
質
を
挺
示
し
た
こ
と
は
、
デ
リ
ダ
お
よ
び
A
認
認
論
V
グ
ル
ー
プ
の
功

績
で
あ
る
と
甘
え
よ
う
。

(
お
〉
』-
u
m
H
.
H

・

E
P
。
』P
R
H
J
U
・
ω
当
・

(
幻
〉
芯
民
件
、
匂
-
N
N印
・

〈m
〉

&
F
H』
唱
百
二
日l
E
∞
・

四

こ
こ
で
日
を
日
本
同
内
に
転
じ
よ
う
。
日
木
で
も
近
年
、
ル
ソ

l

研
究

は
ま
す
ま
す
多
仰
な
側
耐
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、

以
上
述
べ
て
き
た
訪
問
相
究
の
方
向
と
、
そ
の
川
凶
関
心
に
お
い
て
関
わ
る

(
m
m
)
 

研
宛
と
し
て
、
ω
、
作
山
一
校
一
氏
「
ル
ソl
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
、

ω
、

(
却
)

中
川
久
定
氏
「
ジ
十
ン
H

ジ
十
ツ
ク
・
ル
ソ

l

の
基
本
的
問
題
」
の
二
つ

の
論
文
に
つ
い
て
凡
て
み
た
い
。

作
凹
啓
一
氏
の
「
ル
ソ
l

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
、
ル
ソ

l

の
作
品
に
お

い
て
、
相
対
立
す
る
二
つ
の
社
会
モ
デ
ル
が
、
と
も
に
理
念
に
お
い
て
依

拠
す
べ
き
思
想
的
な
社
会
の
あ
り
方
と
し
て
拙
か
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘

か
ら
出
発
す
る
o
m

一
に
、
『
政
治
経
的
論
』
に
お
け
る
、
ス
パ
ル
タ
に

1

・

駅
理
念
化
さ
れ
た
ポ
り
ス
国
家
、
第
一
一
に
、E
新
エ
日
イ
l

ズ
』
後
半
に
お

ト
い
て
拙
か
れ
る
、
ジ
ュ
リ
ー
を
中
心
と
し
た
「
ク
ラ
ラ
ソ
農
場
」
の
共
同

レU

休
が
そ
れ
で
あ
る
。

鴎
作
田
氏
の
視
点
は
、
こ
の
二
つ
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
聞
で
の
移
行
が
、

蹴
ル
ソ
!
の
内
部
に
お
け
る
、
精
神
分
析
的
変
化
を
伴
っ
た
「
自
己
革
命
」

の
深
化
に
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の

〈
ス
パ
ル
タ
〉
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
超
越
的
な
父
H

仰
に
全
秘
成
員
が
持
て
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る
全
て
を
返
す
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
、
父
性
原
理
の
支
配
す
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
の
「
ク
ラ
ラ
γ
農
場
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

は
、
女
主
人
ジ
ュ
リ
ー
を
小
心
に
、
愛
と
や
さ
し
さ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

る
、
母
性
原
理
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
性
格
づ
け
得
る
。
作
田
氏
は
、
ル

ソ
l

に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
迎
念
の
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
の
中

に
、
「
〈
父
〉
の
属
性
で
あ
る
厳
し
さ
を
中
心
と
し
た
秩
序
へ
の
共
感
か

ら
、
〈
母
〉
の
属
性
で
あ
る
や
さ
し
さ
を
中
心
と
し
た
秩
序
へ
と
「
退

(
川
)

行
」
す
る
」
「
第
二
の
自
己
革
命
期
」
の
ル
ソ
l

の
内
而
の
変
化
を
見
て

い
る
。

以
上
の
限
り
で
は
、
作
凶
氏
の
方
向
は
、
第
一
節
に
述
べ
た
ス
タ
ロ
メ

ン
ス
キ
l

の
場
合
と
同
じ
く
、
「
ル
ソ
l

の
ド
ラ
マ
」
を
中
心
に
し
た
総

合
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
作
田
氏
は
、
こ
の
論
文

(nv 

の
第
六
節
「
文
明
発
生
論
か
ら
見
た
二
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
お
い
て
、

問
題
を
再
び
「
主
題
の
ド
ラ
マ
」
へ
と
境
け
返
し
て
い
る
。

文
明
発
生
論
の
視
点
か
ら
見
る
時
、
二
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
と
も
に

文
明
の
も
た
ら
し
た
依
存
関
係
の
「
怒
」
の
、
異
な
る
二
つ
の
方
向
へ
の

止
揚
を
目
指
し
て
い
る
。
第
一
の
〈
ス
パ
ル
タ
〉
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
「
文

明
が
作
り
出
し
た
物
を
、
〈
父
V
H
神
に
一
度
、
事
泌
す
る
こ
と
に
よ
り
、

(uv 

市
民
各
自
の
物
の
所
有
に
関
し
て
超
越
者
の
批
准
を
得
る
こ
と
」
を
目
指

し
て
お
り
、
法
の
成
立
に
お
け
る
〈
父
殺
し
〉
の
罪
か
ら
の
〈
父
へ
の
回

帰
〉
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
グ
ラ
ラ
ン
農
場
」
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
、
よ
り
根
源
的
な
、
〈
母
か
ら
の
別
離
〉
と
し
て
の
「
文
明
の
発
生

H

近
親
婚
の
禁
止
」
以
前
の
世
界
へ
の
回
帰
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
こ
そ
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
、
ジ
ュ
り

J
が
自
分
の
排
他
的
恋
愛
を
断
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念
す
る
と
い
う
供
犠
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
、

と
作
田
氏
は
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
作
田
氏
は
、
ル
ソ
l

に
お
け
る
〈
父
〉
か
ら
〈
母
〉
へ
の
回

帰
の
移
行
の
ド
ラ
マ
の
中
に
、
「
文
明
発
生
論
」
に
お
け
る
、
よ
り
本
源

的
な
も
の
へ
の
朔
行
と
い
う
「
主
題
の
ド
ラ
マ
」
を
、
重
ね
て
読
み
取
っ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

中
川
久
定
氏
の
「
ジ
ャ
Y
H

ジ
ャ
ッ
タ
・
ル
ソ

l

の
基
本
的
問
題
」
の

場
合
に
は
、
ル
ソ
l

と
主
題
と
の
二
つ
の
ド
ラ
マ
の
関
係
自
体
が
関
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
中
川
氏
に
お
い
て
は
、
「
主
題
の
ド
ラ
マ
」
は
同
時
に
、

ル
ソ
ー
が
生
き
た
十
八
世
紀
西
欧
の
、
精
神
史
に
お
け
る
「
時
代
の
ド
ラ

マ
」
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
中
川
氏
自
身
、
「
ル

ソ

l

・
の
意
識
の
ド
ラ
マ
と
、
時
代
の
精
神
の
ド
ラ
マ
と
が
か
ら
み
あ
う
局

聞
を
、
す
な
わ
ち
ル
ソ
l

の
意
識
が
、
時
代
の
精
神
の
諸
表
現
を
摂
取
し
、

解
釈
し
、
改
変
し
て
い
っ
た
そ
の
様
相
を
理
解
す
る
こ
と
」
と
、
こ
の
論

文
の
意
図
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
ド
ラ
マ
の
重
な
り
合
い
を
、
中
川
氏
は
、
一
つ
の
テ
キ

ス
ト
、
『
ル
ソ
ー
が
ジ
ャγ
H

ジ
ャ
ッ
タ
を
判
断
す
る
対
話
』
の
読
解

を
通
し
て
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
氏
は
二
つ
の
こ
と
を
見
出
す
。

第
一
に
、
一
こ
の
著
作
の
基
目
民
に
、
外
部
の
「
除
謀
」
に
対
す
る
自
己
の

「
無
罪
証
明
」
を
「
摂
理
」
に
依
拠
し
て
行
な
う
と
い
う
、
強
迫
観
念
的

な
三
者
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ
の
三
者
を
含
め
て
こ
の
著

作
の
あ
ら
ゆ
る
妥
紫
が
、
「
干
渉
す
る
意
セ
ゆ
」
と
い
う
基
本
的
構
造
の
中

に
あ
る
こ
と
。

次
に
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
構
造
を
、
ル
ソI
の
著
作
の
基
底
的
構
造
、

す
な
わ
ち
、
彼
の
基
本
的
問
題
で
あ
る
、
「
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
こ
の
社
会

に
お
い
て
、
『
他
者
』
の
協
力
の
も
と
に
『
自
我
』
の
十
全
な
開
花
を
突

門m拍
)

現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
」
と
の
聞
い
に
対
し
て
、
見
え
ざ
る
「
干

渉
す
る
意
志
」
に
操
作
さ
れ
る
公
的
あ
る
い
は
私
的
な
「
干
渉
す
る
意
志

。
叩V

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
る
、
と
い
う
基
本
構

造
の
、
『
対
話
』
に
お
け
る
表
わ
れ
と
し
て
把
え
る
。
民
に
よ
れ
ば
、
こ

の
基
底
的
構
造
は
、
ル
ソ
ー
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
著
作
を
覆
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
述
べ
た
基
本
的
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
ω
、
個
人
に

お
け
る
自
己
の
救
済
の
問
題
と
、
ω
、
社
会
に
お
け
る
人
間
の
救
済
の
問

題
と
の
、
二
つ
の
焦
点
を
結
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
ル
ソ
l

に
お
い
て
は
、

最
終
的
に
「
神
」
の
問
題
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
中
川
氏
は
見
る
の

で
あ
る
。

中
川
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
抱
え
た
ル
ソ
l

の
著
作
の
系
列
の
中
に
、

『
対
話
』
と
い
う
特
異
な
テ
キ
ス
ト
の
位
置
を
求
め
る
。
民
に
よ
れ
ば
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
ル
ソ
l

の
「
干
渉
す
る
脅
ば
応
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

は
、
も
は
や
幸
福
を
目
指
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
く
、
外
部
の
「
陰
謀
」

か
ら
ル
ソ
ー
を
守
る
「
防
衛
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

中
川
氏
は
こ
の
こ
と
を
、
「
陰
謀
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
身
と

な
り
、
や
が
て
能
動
的
な
「
干
渉
す
る
意
志
」
を
放
楽
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
運
命
を
受
け
入
れ
る
静
越
さ
の
確
立
〈
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
〉
へ

と
向
か
う
、
ル
ソ
l

の
意
識
に
お
け
る
退
行
の
ド
ラ
マ
の
中
の
、
決
定
的

な
転
回
点
と
し
て
抱
え
る
。

そ
こ
で
、
中
川
氏
は
、
『
対
話
』
の
中
に
ル
ソ
l

の
窓
織
の
ド
ラ
引
を
読

み
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
個
人
に
お
け
る
自
己
の
数
済
」
と



「
社
会
に
お
け
る
人
川
の
投
済
」
と
い
う
基
本
的
川
題
を
め
ぐ
っ
て
減
じ

ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
ド
ラ

7
は
同
時
に
、
こ
の
主
題
の
ル
ソ
l
に
お

け
る
ド
ラ
マ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
主
題
は
ル
ソ
ー
を
越
え

て
衿
温
的
な
川
和
心
的
計
為
の
主
題
で
あ
り
得
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
、

こ
の
主
題
を
め
ぐ
る
、
十
八
枇
紀
問
欧
の
時
代
の
精
神
の
ド
ラ
マ
と
し
て

も
把
え
仰
る
。
氏
は
、
こ
こ
で
読
み
取
ら
れ
た
ル
ソ
l

の
場
合
を
、
同
時

代
の
多
数
の
思
似
・
米
の
場
合
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
時
代
の

精
神
の
ド
ラ
マ
」
の
小
で
の
ル
ソ

l

の
位
低
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
小
川
氏
に
お
い
て
は
、
ル
ソ
l

の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
抵
な

り
合
う
一
一
一
つ
の
ド
ラ
マ
の
辿
聞
の
様
相
そ
の
も
の
が
間
わ
れ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

研究展望:ルソ-1Vt冗

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
六
十
年
代
以
降
の
ル
ソ
l
研

究
の
様
々
な
方
向
の
中
か
ら
、
ヲ
ハ
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
ル
ソ
l

の
テ

キ
九
ト
の
二
似
性
の
泌
械
を
山
発
点
と
し
て
、
そ
の
二
板
の
新
た
な
関
係

づ
け
と
い
う
方
向
を
日
指
す
一
連
の
研
究
を
、
仮
に
整
理
し
て
み
た
。
わ

れ
わ
れ
は
、
一
体
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
、
今
日
￠
ル
ソ
l

研
究
の
状
況

を
見
出
し
得
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
の
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
既
成
の
ル
ソ

l

像
の
解
体
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
「
ル
ソ
l

像
」
を
形
作
る
こ
と
か
ら

の
離
れ
の
方
向
が
、
今
日
の
ル
ソ
l

研
究
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
第
一
節
で
は
、
こ
の
こ
と
を
、
ス
タ
ロ
バ
γ
ス
キ
l

の

総
介
後
の
附
代
的
状
況
と
し
て
論
じ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
は
、
も
う
一
つ

の
買
-
裂
な
側
一
仰
が
存
釈
す
る
。
そ
れ
は
、
ル
ソ
l

に
お
け
る
剰
余
の
問
題
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で
あ
る
。

先
に
九
タ
ロ
パ
γ
ス
キ
ー
が
、
ル
ソ
l
の
テ
キ
ス
ト
の
基
本
的
特
性
と

し
て
、
ど
の
よ
う
な
分
析
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
剰
余
を
留
保
す
る
と
い

う
特
性
を
折
附
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
認
識
自
体
は
新
し
く
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
、
た
だ
、
こ
の
剰
余
が
限
り
な
く
豊
か
な
剰
余
で
あ

る
こ
と
を
発
見
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
新
た
な
問
題
を
も
っ
て
臨
む
者
に

は
、
絶
え
ず
新
た
な
側
面
を
示
し
て
く
れ
る
。

こ
の
こ
と
が
単
に
、
視
点
に
よ
る
見
え
方
の
変
化
な
と
で
な
い
こ
と
は
、

デ
リ
ダ
の
例
が
例
示
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
が
ル
ソ
l

に
見
出
し
た
も
の
は
、

単
な
る
純
例
や
先
以
で
は
な
く
、
彼
の
主
題
に
お
い
て
「
最
も
驚
く
べ
き

も
の
」
で
あ
っ
た
。
今
日
の
ル
ソ

l

研
究
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
そ
れ

が
、
ル
ソ
ー
を
何
ら
か
の
既
成
の
枠
の
中
に
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ル
ソ
l
の
剰
余
の
中
か
ら
、
既
成
の
枠
組
を
越
え
た
「
驚
く
べ
き

も
の
」
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

第
二
に
、
そ
の
こ
と
は
、
今
日
の
ル
ソ
1

研
究
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
を

謎
化
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
十
八
世
紀
と
い
う
時
代
の
意
味
を
も
、
ま
た

謎
化
す
る
方
向
へ
、
わ
れ
わ
れ
を
導
く
と
い
う
こ
と
だ
。

今
日
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
近
代
」
の
謡
概
念
か
ら
出
発

し
て
、
「
近
代
」
の
側
か
ら
、
主
と
し
て
そ
の
成
立
過
程
と
し
て
、
「
十
八

世
紀
」
と
い
う
時
代
を
、
近
代
史
お
よ
び
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
き

た
。
し
か
し
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
今
日
の
ル
ソ
l

研
究
は
、
ル
ソ
l

の
時
代
を
そ
の
よ
う
な
既
成
の
枠
組
の
中
に
位
霞
づ
け
る
こ
と
を
、
も
は

や
許
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
は
、
ル
ソ
ー
を
生
み
出
し
た
十
八

世
紀
を
「
驚
く
べ
き
も
の
」
と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
十
八

〆
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世
紀
を
位
置
づ
け
て
き
た
「
近
代
」
の
諸
概
念
の
意
味
を
、
逆
に
問
う
。

「
近
代
」
が
十
八
世
紀
を
位
陸
づ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
十
八
世
紀
が

「
近
代
」
の
新
た
な
位
段
づ
け
を
求
め
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
ル
ソl
」
と
呼
ぶ
べ
き
、
ル
ソ
ー

に
お
け
る
諸
荷
の
ド
ラ
マ
の
総
合
に
わ
れ
わ
れ
が
到
達
す
る
の
は
、
こ
の

「
近
代
」
の
新
た
な
位
置
づ
け
が
逮
せ
ら
れ
た
後
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
作
業
は
、
今
や
っ
と
始
ま
っ
た
ば
か
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ハm
m
)作
田
啓
一
「
ル
ソ
1

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
、
『
思
想
』
、
一
九
七
五
年
十
一
月

号
、
一
l

一
九
氏
、
お
よ
び
問
、
=
一
月
号
、
九
一
一
一

l

一
一
一
一
一
一
具
、
岩
波
硲

店
。

(
初
)
中
川
久
定
「
ジ
ャγ
・
ジ
ャ
タ
・

7
l

の
基
本
的
問
甲
l
l

円
対
話
』

の
説
併
を
通
し
て
」
、
『
思
似
「
』
、
一
九
七
七
年
八
月
号
、
一
|
二
五
真
、
問
、

九
月
号
、
二
二
l

三
八
一
丸
、
同
、
十
一
月
号
、
一
O

一l

一
三
七
瓦
、
岩
波

容
店
。

(
引
心
〉
作m
、
前
筋
論
弐
一
九
五
年
士
一
月
号
、
九
七
頁
@

(
m
M
〉
同
、
一

O
O
日
以
下
。

円
お
〉
問
、
一
O
三
氏
。

ハM
)

中
川
、
前
掲
論
文
、
一
九
七
七
年
十
一
月
号
、
一
一
一
一
四
到
。

ハ
お
)
』
・
・
』
・
河
口

E

帥
E
F

勾
s
a
3
K
R
hえ
h
-
Eミ
S

器
旬
、

b
E
a
R
2・

b
Q
M
H
m
i
s
-
-
3
f
こ
ム
・
河
口
E
n
g
-
S
R
5
h

町
田
盟
事H
2
・

切
M
E
R
E
2
5
ι
m
E
M
u
-
E
E
0

・
F
Y

何
丘
同
日o
g

の
曲
目-
E
M
m
a
-
g
g


〈
白
山
〉
中
川
、
前
掲
論
文
、
一
九
七
七
年
九
月
号
、
二
二
瓦
。

二
つ
の
ル
ソ
l

払
珊

渡

樹

辺

茂

ル
ソ
l

研
究
に
お
い
て
歴
史
的
に
有
名
な
、
個
人
主
義
と
全
体
主
義

〈
又
は
集
団
主
義
〉
の
対
立
の
問
題
は
、
人
間
の
個
体
性
と
社
会
性
の
二

商
性
、
文
は
社
会
に
お
け
る
個
人
の
位
置
づ
け
の
問
題
と
し
て
、
社
会
思

想
史
研
究
に
お
い
て
も
重
要
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ル
ソl
研
究
者
も
様

々
な
形
で
そ
の
テ
l

マ
を
論
じ
て
い
る
が
、
ル
ソ
!
の
孤
独
の
も
つ
意
味

を
捌
り
下
げ
な
が
ら
、
そ
の
問
題
に
疋
聞
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
書
は
怠

(
l
u
 

外
と
少
な
い
。
ポ
l

ラ
γ
ド
の
パ
チ
コ
に
よ
る
こ
の
「
孤
独
と
共
同
体
」

と
い
う
非
常
に
魅
力
的
な
題
を
も
っ
本
書
は
、
そ
う
し
た
研
究
惑
の
一
つ

で
あ
り
、
一
九
六
四
年
に
出
版
さ
れ
て
以
来
久
し
く
翻
訳
が
待
た
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
、
各
編
の
表
題
の
み
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

一
、
疎
外
と
「
外
見
の
世
界
」

二
、
「
自
然
」
と
服
史
の
観
念
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一
二
、
孤
独
の
な
味

問
、
内
山
と
ユ
ー
ト
ピ
ア

十
小
川
の
大
ま
か
な
仰
は
、
制
別
併
成
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
実
の

疎
外
状
川
に
対
す
る
欣
機
念
講
か
ら
、
人
聞
が
た
ち
民
り
、
保
持
す
べ
き

も
の
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
ま
た
服
申
ん
と
は
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
か

が
前
半
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
後
半
に
お
い
て
問
題
解
決
の
二

つ
の
方
向
と
し
て
、
孤
独
と
共
同
体
(
H
ユ
ー
ト
ピ
ア
〉
が
相
互
補
完
的

に
追
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
探
求
の
意
図
に
つ
い
て
パ
チ
コ
は
、

「
消
命
組
と
仰
決
の
休
系
と
し
て
で
は
な
く
、
緊
張
と
諸
問
題
の
構
造
と

し
て
、
ル
ソ
l

の
持
作
が
合
む
計
一
外
観
の
統
一
を
担
保
す
る
こ
と
に
専
念

し
た
」
(
仏
以
八
以
・
以
下
附
様
〉
と
述
べ
て
い
る
。
事
尖
、
論
証
の
過

程
に
お
い
て
、
様
々
な
二
作
背
反
、
あ
る
い
は
同
義
性
が
指
摘
さ
れ
、
ル

ソ
ー
が
何
の
川
題
と
取
り
組
ん
だ
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
読
後
の
正
直
な
感
想
を
言
え
ば
、
一
読
し
た

限
り
で
は
、
著
者
の
ル
ソ
l
に
対
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
理
論
に
対
す
る

評
価
が
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
こ
な
い
。
勿
論
そ
れ
は
、
こ
の
大
著
に

お
い
て
、
パ
チ
コ
の
ル
ソ

l

の
読
み
込
み
が
浅
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
主
題
が
一
貫
し
て
全
体
を
時
一
回
一
に
支
え
て
い
る
と

い
う
よ
り
は
、
主
題
が
あ
ま
り
に
各
所
に
散
乱
し
、
ま
た
行
き
つ
戻
り
っ

く
り
返
さ
れ
、
あ
る
い
は
関
述
す
る
事
柄
が
次
か
ら
次
へ
と
論
じ
ら
れ
る

た
め
、
テ
ー
マ
の
震
.
必
性
が
薄
く
な
っτ
し
ま
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
籍
者
の
力
量
を
願
み
ず
に
敢
え
て
言
え
ば
、
バ
チ
コ
の

個
々
の
論
点
に
は
、
ル
ソ
l

研
究
史
に
お
い
て
既
に
了
解
済
み
の
こ
と
が
。

多
い
。
従
っ
て
尚
一
史
、
全
体
と
し
て
、
魅
力
的
な
「
孤
独
と
共
肉
体
」
と
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い
う
テ
!
?
で
、
ル
ソ
ー
か
ら
世
界
観
と
し
て
何
を
引
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
か
が
す
ぐ
に
は
見
出
せ
ず
、
も
ど
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
何
よ
り
も
、
本
書
の
題
名
に
表
わ
さ
れ
た
主
題
に
沿
っ
た

上
で
、
概
略
を
泊
っ
て
み
た
い
。
第
一
編
に
お
い
て
、
パ
チ
コ
は
、
ル
ソ

l

の
枇
界
鋭
が
現
災
社
会
に
お
け
る
疎
外
現
象
に
対
す
る
危
機
意
識
か
ら

生
ま
れ
て
く
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
疎
外
現
象
と
は
、
バ
チ
コ
に
よ
れ
ば
、

社
会
、
経
ば
何
の
加
川
被
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
ま
た
そ
こ
に
還
元
出
来
な
い
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
て
の
倒
人
聞
の
関
係
に
お
い
て
、
「
外
見
」
が
支

配
し
、
お
互
い
に
疎
遠
と
な
り
、
個
人
間
の
交
流
が
妨
げ
ら
れ
る
社
会
の

様
相
で
あ
る
。
即
ち
、
人
々
は
「
存
在
」
と
「
外
見
」
が
分
裂
し
、
非
人

格
的
な
糾
に
よ
っ
て
し
か
結
ば
れ
ず
、
あ
る
超
個
人
的
な
匿
名
の
外
的
な

力
に
依
存
し
、
強
制
さ
れ
る
状
況
の
中
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
疎

外
の
中
で
、
人
間
の
本
質
的
な
特
性
と
し
て
の
人
間
性
と
個
性
を
喪
失
し

て
い
く
こ
と
が
、
ル
ソ
l
に
と
っ
て
時
代
の
危
機
と
し
て
診
断
さ
れ
意
識

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
疎
外
の
克
服
が
ル
ソ
l

の
理
念
的

課
題
と
な
る
が
、
パ
チ
コ
は
、
そ
れ
を
人
間
性
と
個
性
の
問
題
と
し
て
、

究
極
的
に
は
個
人
の
自
体
と
社
会
で
の
意
味
づ
け
の
問
題
と
し
て
把
握
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

次
に
、
そ
う
し
た
時
代
の
危
機
状
況
へ
の
対
抗
、
の
り
こ
え
が
い
か
に

し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
第
二
編
は
、
歴
史
の
進
行
の
中
か

ら
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
啓
蒙
思
想
の
進
歩
の
観
念
と
の
対

立
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
進
行
こ
そ
が

人
間
の
本
性
を
変
質
さ
せ
、
人
間
の
個
人
化
と
社
会
化
を
促
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
過
程
は
必
ず
し
も
本
質
的
に
矛
盾
す
る
も
の
で
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は
な
い
が
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
本
性
又
は
個
性
の
実
現
の

点
で
対
立
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
「
自
然
状
態
へ
の
遼
帰
」
は
不
可

能
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
く
も
な
い
。
何
故
な
ら
社
会
に
お
い
て
こ
そ
、

人
聞
は
そ
の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
自
然
へ
の
還

帰
」
と
は
、
人
間
性
の
始
原
へ
、
原
理
へ
戻
る
こ
と
で
あ
り
、
結
局
、
自

分
自
身
へ
戻
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
即
ち
、
個
人
の

真
正
性
、
そ
の
内
的
統
て
そ
し
て
個
人
の
自
律
の
確
立
で
あ
り
、
歴
史

は
そ
の
意
識
を
強
め
る
が
、
問
題
を
解
決
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
人
聞
は

現
実
の
社
会
と
の
距
離
を
深
め
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
「
自
己
自
身
へ
の

還
帰
」
の
矛
盾
的
な
行
動
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

-
本
書
は
そ
の
題
名
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ソl
の
孤
独
の
意

味
が
共
同
体
と
の
関
係
に
お
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
点
に
独
自
性
が
あ
る
。

バ
チ
コ
に
よ
れ
ば
、
孤
独
と
共
同
体
ハ

H

理
念
的
社
会
〉
と
は
、
相
互
補

完
的
関
係
に
あ
る
(
一
六
六n
y

第
三
編
は
、
そ
の
迎
関
性
の
上
で
、
孤

独
の
二
作
背
反
的
な
性
約
に
つ
い
て
論
証
さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
l

に
お
い

て
孤
独
は
特
有
の
な
務
を
卯
っ
て
い
る
。
即
ち
自
分
自
身
へ
戻
る
こ
と
に

よ
り
、
日
作
性
を
確
立
し
、
自
己
の
内
に
、
普
遍
的
、
絶
対
的
な
道
徳
的

秩
序
を
う
ち
た
て
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
孤
独
に
よ

る
日
己
泣
渦
の
強
化
、
つ
ま
り
例
休
性
の
強
化
は
、
一
方
に
お
い
て
、
社

会
と
の
間
午
を
内
抗
化
し
、
「
選
択
し
た
弧
独
」
の
中
で
、
神
の
よ
う
に

n

己
日
身
に
洲
口
比
し
、
社
会
と
の
一
切
の
接
触
を
断
つ
力
向
を
も
っ
て
い

る
。
他
方
、
そ
れ
は
、
あ
る
余
休
へ
の
参
加
、
人
々
と
の
交
流
の
内
に
人

間
性
を
史
現
し
よ
う
と
す
る
、
似
体
性
の
の
り
こ
え
の
方
向
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
例
休
性
の
徹
氏
と
そ
の
の
り
こ
え
が
、
ル
ソ
l

の
世
界
観
の
主
要
な
テ
l

マ
で
あ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
が
啓
蒙
の
個
人
主

義
の
発
展
と
の
り
こ
え
で
あ
る
と
す
る
バ
チ
コ
の
見
解
は
、
特
に
目
新
し

い
も
の
で
は
な
い
が
、
正
当
で
あ
り
、
ル
ソ

1

研
究
の
重
要
テ
l

マ
の
一

つ
で
あ
る
。

さ
て
、
現
実
の
危
機
意
識
、
批
判
意
識
か
ら
、
孤
独
と
は
奥
っ
た
方
向

性
を
も
っ
、
あ
る
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
社
会
的
共
同
体
H
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
理
念
が
生
み
出
さ
れ
る
。
第
四
編
は
、
ま
ず
そ
の
共
同
体
が
、
哲
学
的
、

道
徳
的
課
題
を
担
い
つ
つ
、
政
治
的
性
械
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
損
さ
れ

る
。
パ
チ
コ
に
よ
れ
ば
、
政
治
と
は
社
会
関
係
全
体
に
関
係
す
る
も
の
と

し
て
の
総
力
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
個
人
の
自
律

と
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
は
、
主
権
の
行
使
と
法
を
媒
介
と
す
る
自
由
の

弁
証
法
の
内
に
調
和
さ
れ
る
。
即
ち
主
権
の
行
為
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
、

自
由
を
表
明
し
つ
つ
、
そ
の
何
人
的
自
由
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
、
自

己
決
定
で
あ
る
が
故
に
個
体
性
の
原
理
に
矛
盾
し
な
い
。
つ
ま
り
自
由
と

服
従
の
一
致
で
あ
る
。
個
体
性
と
自
由
は
、
時
と
し
て
全
体
に
と
っ
て
危

険
で
は
あ
る
が
、
必
要
な
も
の
と
し
て
保
持
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
チ
コ
は
個
体
性
、
あ
る
い
は
個
人
の
自
体
の
維
持
と
発

展
を
、
ル
ソ
l

に
お
け
る
最
大
の
追
及
探
題
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

が
他
方
、
そ
れ
は
ま
た
共
同
体
に
お
い
て
は
徳
な
く
し
て
維
持
し
え
な
い

重
荷
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
負
担
の
な
い
も

の
と
し
て
、
一
つ
は
『
新
エ
ロ
イ
l

ズ
』
に
拙
か
れ
た
、
法
で
は
な
く
良

き
習
俗
に
も
と
づ
く
、
心
情
の
共
同
体
と
し
て
の
タ
ヲ
ラ
ン
の
家
父
長
的

社
会
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
あ
る
い
は
、
人
間
の
社
会
的
存
校
の
矛
盾
の

和
解
の
場
と
し
て
、
様
々
な
二
律
背
反
の
綜
合
点
と
し
て
人
民
を
と
ら
え
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て
い
る
点
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
肌
に
木
刀
の
一
つ
の
独
'
H
性
、
そ
し
て
ル
ソ
l

研
究
史
上
に
お

け
る
江
総
と
し
て
、

1
腿
の
独
例
性
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま

さ
し
く
そ
の
点
に
お
い
で
あ
る
川
題
点
、
か
残
る
。
孤
か
に
、
ル
ソ
l

に
お

け
る
例
人
と
社
会
の
閃
係
を
解
く
た
め
に
は
、
孤
独
の
も
つ
意
味
を
掘
り

下
げ
る
必
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
パ
チ
コ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
社
会

契
約
論
円
「
エ
ミ
l

ル
』
を
書
い
て
い
る
向
、
既
に
孤
独
の
感
情
に
包
ま

れ
、
そ
れ
と
の
問
係
に
お
い
て
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
孤
立
し
て
い
っ
た

と
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
そ
の
頃
か
ら
デ
ィ
ド
ロ
や
グ
リ
ム

咋
と
の
仲
迎
い
が
始
ま
っ
て
は
い
た
が
、
ま
だ
本
格
的
な
泊
裂
の
時
期
で

は
な
い
。
ル
ソ
ー
は
、
吋
社
会
夕
、
約
論
』
の
川
版
の
一
七
六
二
年
ま
で
は
、

稲
川
間
的
に
、
存
倒
的
対
匁
、
即
ち
人
類
、
歴
史
、
社
会
、
文
化
、
政
治
に

つ
い
て
考
火
山
し
、
ま
た
社
会
関
係
の
う
ち
に
人
間
性
と
側
休
性
の
確
立
を

m
罰
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
孤
独
の
も
つ
脅
保
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
の
は
、
そ
の
後
で
あ
り
、
そ
の
際
の
孤
独
と
は
、
バ
チ
コ
の
言

う
と
こ
ろ
の
「
強
い
ら
れ
た
孤
独
」
が
基
本
で
は
な
い
の
か
。
ス
タ
ロ
バ

ン
久
キ
!
の
点
抜
な
分
析
が
示
し
た
よ
う
に
、
ん
ソ
1

の
問
題
追
及
の
明

椛
に
異
な
る
局
郎
、
稲
川
制
的
止
拐
の
外
向
的
時
代
と
、
消
極
的
な
内
向
的

時
代
を
区
別
し
つ
つ
、
孤
独
と
共
同
体
の
持
つ
意
味
と
関
係
を
把
掘
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
パ
チ
コ
が
、
個
体

性
の
も
つ
河
批
判
性
を
解
明
し
つ
つ
、
最
終
的
結
論
と
し
て
、
ル
ソ
l

の
内

か
ら
、
ど
の
方
向
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
し
選
択
し
、
そ
の
根
拠

を
諭
訓
す
る
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
大
い
に
関

係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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次
に
、
パ
チ
コ
は
第
一
編
で
、
疎
外
と
関
連
し
て
各
何
人
の
生
み
出
し

た
疎
遠
な
力
と
し
て
の
「
限
名
の
力
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
綴
め

て
興
味
あ
る
問
題
が
、
第
四
縦
の
理
念
的
な
共
同
体
の
設
立
の
問
題
の
中

に
何
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
各
所
に
お
い
て
バ
チ
コ

が
ル
ソ
l

の
社
会
学
的
視
点
を
指
摘
す
る
点
は
、
私
も
同
意
す
る
。
し
か

し
、
疎
外
を
論
じ
、
そ
の
の
り
こ
え
と
し
て
の
共
同
休
を
論
ず
る
際
に
、

『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
力
の
集
合
の
問
題
〈
第
一
一
縦
六
意
〉
を
と
り

あ
げ
な
い
こ
と
は
納
仰
が
い
か
な
い
。
従
っ
て
全
祢
と
し
て
疎
外
の
克
服

と
い
う
課
題
泊
及
が
分
散
、
消
失
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
否

め
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
ま
で
何
ら
か
の
言
及
は
き
れ
な
が
ら
、
正
面
か
ら

な
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
孤
独
あ
る
い
は
疎
外
の
問
題
の
探
求
に
注

意
を
促
し
、
問
題
従
起
を
行
っ
た
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々

は
そ
れ
を
十
分
に
受
け
止
め
、
発
剛
院
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
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一
般
に
、
社
会
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
家
の
思
想
の
統

一
的
な
理
解
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
全
体
的
世
界
の
中
で
、
個
々
の
論
題

の
評
価
、
意
義
づ
け
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
中
に

あ
っ
て
、
ル
ソ
1

の
思
想
の
統
一
的
理
解
に
つ
い
て
は
、
相
対
立
す
る
も
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の
が
極
め
て
顕
著
で
あ
り
、
ま
た
普
通
的
問
題
で
あ
る
た
め
に
、
専
門
の

内
外
を
問
わ
ず
、
極
め
て
強
い
関
心
を
呼
び
起
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
ル
ソ
l

の
極
立
っ
た
双
極
性
あ
る
い
は
両
議
性

の
問
題
を
、
ル
ソ
l

の
著
作
の
連
関
か
ら
探
っ
て
み
る
と
、
私
に
は
そ
の

問
題
は
、
究
駆
的
に
、
『
社
会
契
約
論
』
の
世
界
と
、
『
孤
独
な
散
歩
者
の

夢
想
』
の
世
界
の
統
一
的
な
理
解
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
即
ち
社
会
あ
る
い
は
共
同
体
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
批
判
及

び
提
言
を
行
う
、
一
七
六
二
年
ま
で
と
、
そ
れ
以
降
の
、
主
と
し
て
自
伝

的
著
作
が
中
心
と
な
り
、
社
会
か
ら
次
第
に
離
れ
て
い
く
時
期
と
を
、
い

か
に
し
て
同
じ
人
間
の
活
動
と
し
て
そ
の
根
源
に
お
い
て
統
一
的
に
把
握

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ル
ソ

l

自
身
、
そ
の
二
つ
の
世
界
の

ど
ち
ら
を
摂
ま
し
い
も
の
と
し
て
拠
示
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
窓
義

は
何
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
こ
そ
が
、
様
々
の
双
極
性
の
問
題
を
解
く
鍵

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
l
)
 

さ
て
、
こ
の
『
ル
ソ
l

・
透
明
と
障
害
』
、
ジ
ュ
ネl
ヴ
大
学
教
綬
で

あ
り
、
現
在
マ
ル
セ
ル
・
レ
イ
モ
γ

の
後
を
継
い
ポ
ル
ソ
l

協
会
の
会
長

を
務
め
る
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
本
書
は
、
ま
さ
し
く
、
ル
ソ

l

の

統
一
的
理
仰
に
仰
す
る
、
板
め
て
卓
抜
し
た
著
作
に
他
な
ら
な
い
。
間
違

い
な
く
、
ル
ソ
l

研
究
史
上
雨
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
最
も
重
要
な

文
献
と
し
て
残
る
も
の
で
あ
る
。

ス
タ
ロ
パ
ソ
ス
キ

l

自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
単
な
る

伝
記
で
は
な
く
、
ま
た
ル
ソ
l

の
科
学
の
体
系
的
な
論
述
を
意
図
し
た
も

の
で
は
な
い
(
「
作
文
」
)
。
ス
タ
ロ
パγ
ス
キ
i

の
目
指
す
も
の
は
、
ル

ソ
l

の
多
様
な
併
為
の
ど
の
側
部
に
も
浸
透
し
、
ル
ソ
I
の
行
動
を
支
配

し
活
動
を
導
い
て
い
く
恒
常
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ

を
、
あ
く
ま
で
ル
ソ
l

の
言
語
化
さ
れ
た
世
界
の
中
か
ら
の
み
ひ
き
出
し
、

ル
ソ
l

の
思
想
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
つ
も
の
の
も
と
に
、
ル
ソ
l

の
全

著
作
を
解
釈
し
、
秩
序
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

ス
タ
ロ
パ

γ

ス
キ
ー
が
見
出
し
た
の
が
、
体
系
の
基
礎
に
あ
る
暗
黙
の
志

向
と
し
て
の
透
明
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
原
理
に
極
め
て
忠
実
に
従
っ
て

い
る
ル
ソ
l

の
意
図
の
一
貫
性
こ
そ
が
、
ル
ソ
l

の
全
著
作
の
深
く
隠
さ

れ
た
統
一
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
透
明
の
原
理
に
つ
い
て
、
ス
タ
ロ
パ
γ

ス
キ
ー
は
、
必
ず
し
も
前

も
っ
て
そ
れ
を
明
確
に
定
義
し
た
上
で
論
を
進
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
全
体
を
通
じ
て
理
解
し
う
る
も
の
を
ま
と
め
れ
ば
、
一
つ
は
自
己

と
の
関
係
に
お
い
て
、
自
然
の
感
性
的
原
理
に
対
す
る
純
粋
性
を
意
味
し
、

他
方
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
交
流
に
お
け
る
無
媒
介
的
な
臨
終
性

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
人
間
の
内
的
自

然
と
の
直
接
的
な
交
流
を
も
と
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
究
級
的
に
は
、
ル

ソ

l

の
内
に
透
明
性
が
保
持
さ
れ
、
透
明
の
追
及
が
、
ル
ソl
自
身
の
内

的
追
求
と
一
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
透
明
の
原
理
を
も
と
に
す
る
時
、
ル
ソ
!
の
双
綴
性
の
問
題

の
主
要
な
も
の
は
解
消
す
る
。
つ
ま
り
、
「
ル
ソ

l

は
透
明
の
原
理
に
こ

の
上
も
な
く
忠
実
な
の
で
あ
る
。
透
明
性
が
一
一
般
背
主
ゅ
に
お
い
て
実
現
さ

れ
る
な
ら
ば
、
社
会
を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
孤
独
な
生
活
に

お
い
て
し
か
達
成
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
孤
独
な
生
活
を
選
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
の
た
め
ら
い
と
振
子
運
動
は
透
明
性
が
彼
に
戻

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
場
所
、
時
、
条
件
に
の
み
か
か
っ
て
い
る
。
」
ハ
三
章



「
孤
独
」
)
。
従
っ
て
「
社
会
契
約
九
川
』
と
他
の
持
作
と
の
問
の
矛
盾
を
指
摘

す
る
以
統
的
な
批
判
は
人
か
け
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
感
性
と
川
崎
性

の
川
胞
に
つ
い
て
も
、
そ
の
川
れ
の
川
に
川
内
劣
な
定
め
、
本
質
的
な
選
択

が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
小
山
綬
性
の
保
持
に
よ
っ
て
等
し
く
立
味
が
あ

る
ο

従
っ
て
川
町
陀
前
名
ル
ソ
ー
も
感
性
諭
者
ル
ソ
ー
も
成
立
し
う
る
の
で

あ
る
b

ル
ソ
l
m
允
史
上
、
こ
れ
ほ
ど
明
快
に
、
双
極
性
の
統
一
に
つ
い

て
断
言
し
た
人
が
何
人
い
た
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
、
透
明
の
限
m
を
、
ル
ソ
1
の
仰
似
的
な
、
持
続
す
る
欲
求

と
し
て
は
山
し
、
川
悦
備
慨
は
に
テ
キ
ス
ト
の
内
作
的
分
析
を
行
い
つ
つ
、

ル
ソ
l

の
『
孤
独
な
散
歩
行
の
拶
組
』
に
五
る
過
斜
を
次
第
に
解
き
明
か

す
仰
は
、
卓
也
し
た
見
引
な
も
の
と
鳩
山
間
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
中
に

あ
っ
て
、
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ

l

の
主
た
る
関
心
、
力
点
は
、
先
に
述
べ
た

一
七
六
二
年
以
後
の
、
内
伝
的
作
家
と
し
て
の
ル
ソ
!
と
、
そ
の
成
立
の

必
然
性
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
他
者
と
の
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
ル

ソ
!
の
周
辺
の
誤
解
と
小
傷
が
印
刷
み
前
一
ね
ら
れ
て
き
た
一
七
六
二
年
か
ら
、

.
『
マ
ル
ゼ
ル
ブ
氏
の
手
紙
』
か
ら
、
自
己
を
正
当
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

附
感
じ
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
作
家
と
な
り
始
め
た
。
何
故
な
ら
、
ル
ソ
ー

ド
は
、
内
同
の
透
明
を
完
全
に
所
有
し
て
い
る
こ
と
へ
の
絶
対
の
確
信
が
あ

ル
る
。
そ
し
て
そ
のn
分
自
身
の
透
明
を
話
り
、
他
者
に
自
己
を
承
認
し
て

悶
も
ら
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
時
に
の
み
、
実
態
に
お
け
る
透
明
と
な
る
か

附
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
例
人
的
な
弁
明
と
自
伝
が
ル
ソ

1

に
と
っ
て
必

硬
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
他
者
の
限
に
も
自
己
が
透
明
で
あ
る
こ

と
を
承
認
さ
せ
る
た
め
に
は
、
あ
る
行
動
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
行
動
と
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は
言
語
活
動
に
他
な
ら
な
い
(
七
草
「
自
伝
の
問
題
」
〉
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
言
消
に
訴
え
て
透
明
性
の
川
切
を
求
め
る
こ
と

は
、
透
明
性
の
川
郎
副
作
.
と
才
応
せ
ざ
る
を
仰
な
い
。
そ
れ
は
既
に
、
他
者
と

の
限
桜
的
な
交
流
で
は
な
く
、
迂
回
的
な
間
接
的
な
も
の
で
し
か
な
い
か

ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ル
ソ
|
は
言
語
の
媒
介
を
望
ま
な
い
と
い
う
こ
と

を
言
わ
ん
が
た
め
に
言
語
の
媒
介
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
六
章

「
誤
解
」
〉
。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
ル
ソ
l

の
矛
盾
的
行
為

の
中
に
、
後
則
ル
ソ
l

の
巡
行
現
象
を
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
透
明
の
所
有
へ
の
移
行
は
決
し

て
直
接
で
は
あ
り
え
な
い
。
即
ち
、
手
段
、
媒
介
、
行
動
の
問
題
を
避
け

え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
媒
介
の
間
接
的
な
世
界
は
、
我
々
が
生
き
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
交
流
の
人
間
的
手
段
は
好
む
と

好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ル
ソ
l

は
、
そ
う
し
た
他
者
と
の
真
の
交
流
が
要
求
す
る
様
々
な

危
険
や
努
力
を
引
き
受
け
ず
に
回
避
す
る
。
し
か
も
、
自
己
の
透
明
性
を

妨
げ
る
も
の
を
、
乗
り
越
え
難
い
障
害
と
自
ら
規
定
し
つ
つ
、
次
第
に

『
孤
独
な
散
歩
者
の
拶
怨
』
に
お
け
る
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
語
り
か
け
に

ひ
き
こ
も
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
期
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
の
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ

l

の
分
析
は
、
極
め

て
鋭
く
、
時
と
し
て
冷
徹
な
ま
で
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
八
章

「
反
省
の
有
卵
性
」
及
び
「
陣
容
」
に
詳
し
い
。
例
え
ば
、
媒
介
あ
る
い

は
障
害
の
も
つ
怠
味
に
つ
い
て
、
前
期
ル
ソ
ー
が
、
積
樋
的
な
発
展
の
契

機
と
し
て
の
役
測
を
与
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
期
ル
ソ

l

は
、
そ
れ

会
透
明
に
対
す
る
二
律
背
反
的
な
対
立
の
ま
ま
に
放
置
し
、
専
ら
自
殺
の
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内
面
の
透
明
に
の
み
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
。
ス
タ
ロ
パ
γ
ス
キ
ー
は
そ

う
し
た
ル
ソ
l

に
対
し
て
、
a
u証
法
的
な
発
展
的
止
揚
の
観
念
を
放
棄
し

た
と
断
言
し
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
自
由
と
は
、
必
然
的
に
危
険

を
伴
う
行
動
の
た
め
の
自
由
で
は
な
く
、
単
な
る
感
情
で
し
か
な
い
と
規

定
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
透
明
の
原
理
か
ら
す
れ

ば
、
社
会
的
生
活
も
、
孤
独
の
個
人
的
生
活
も
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
優

劣
は
な
い
が
、
ス
タ
ロ
パ

γ
ス
キ
l

の
限
か
ら
は
、
孤
独
の
「
美
し
い
魂
」

の
「
甘
美
な
陶
酔
」
は
、
人
間
的
交
流
の
最
良
の
も
の
の
欠
如
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
十
章
「
審
判
」
)
。
し
か
し
ス
タ
ロ
パ

γ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
本
自
体
を
ル
ソ
l

が
怠
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

な
が
ら
、
ル
ソ
l

の
全
著
作
の
内
に
、
受
容
し
鰍
い
社
会
と
の
闘
争
の
姿

勢
を
読
み
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
晩
年
に
お
い
て
も
、

ル
ソ
l

は
内
聞
の
問
題
に
沈
潜
し
つ
つ
、
間
終
的
に
は
外
部
の
社
会
を
目

指
し
、
品
川
に
怠
識
は
社
会
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
点
は
正

当
で
あ
り
、
ル
ソ
l

解
釈
上
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
枇
後
に
、
順
序
は
逆
に
な
る
が
、
晩
年
の
ル
ソ
l

の
孤
独

が
い
わ
ば
受
動
的
生
川
で
あ
り
、
必
ず
し
も
望
ん
で
な
っ
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
別
解
し
た
上
で
、
前
期
ル
ソ
l

の
、
抽
出
動
的
生
活
、
積
極
的
な

人
間
交
流
の
則
論
化
で
あ
る
『
社
会
契
約
論
』
に
対
す
る
ス
タ
ロ
バ
γ
ス

キ
ー
の
と
ら
え
方
を
凡
て
み
た
い
。
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
は
、
『
社
会
契

約
論
』
に
つ
い
て
「
服
史
的
指
僚
を
も
た
な
い
ひ
と
つ
の
公
理
」
(
三
掌

「
孤
独
」
)
と
し
て
い
る
等
、
そ
の
超
脱
史
的
性
約
、
あ
る
い
は
実
践
的
問

題
を
川
避
し
た
純
粋
に
似
説
的
な
性
絡
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で

あ
る
。
そ
の
見
解
の
当
否
は
結
局
、
『
不
平
等
起
源
論
』
か
ら
『
社
会
契

約
論
』
へ
の
移
行
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
思
う
に
、
ス
タ
ロ

パ
シ
ス
キ
ー
は
そ
の
移
行
問
題
に
つ
い
て
あ
る
留
保
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
ス
タ
ロ
パ
シ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
移
行
に
つ
い
て
、
エ
シ
ゲ

ル
ス
の
革
命
に
よ
る
止
揚
説
、
カ
ン
ト
の
教
育
に
よ
る
止
揚
説
を
対
比
す

る
の
み
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
プ
ロ
γ
版
(
一
九
五
七
年
)
に
あ
っ
た
、

そ
れ
ら
ニ
著
作
の
補
完
的
役
割
を
述
べ
た
一
節
を
、
エ
γ
ゲ
ル
ス
の
解
釈

に
対
す
る
肯
定
的
評
価
の
一
節
と
と
も
に
、
ガ
リ
マl
ル
版
(
一
九
七
一

年
〉
で
削
除
し
、
た
だ
単
に
、
『
社
会
契
約
論
』
を
批
判
原
理
の
モ
デ
ル

と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
削
除
、
訂
正
に
つ
い
て
は
、

二
版
の
聞
に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
『
ル
ソ
l

全
集
』
の
『
不
平
等
起
源
論
』

の
注
解
を
行
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
期

ル
ソ
l

の
分
析
ほ
ど
に
明
快
で
な
い
点
に
い
さ
さ
か
の
不
満
を
感
ぜ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
、
研
究
書
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
一
つ
の
文

学
作
品
と
し
て
、
ル
ソ
ー
を
脈
れ
て
も
読
む
に
価
す
る
著
作
で
あ
り
、
ま

た
ル
ソ
ー
を
知
る
上
で
極
め
て
貴
重
な
審
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
し
て
ス
タ
ロ
バ
γ
ス
キ
l

の
言
語
世
界
に
生
き
る
ル
ソ
l

は
、
我
々
、

主
と
し
て
社
会
科
学
的
な
視
角
か
ら
ル
ソ
ー
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
者
に

と
っ
て
、
必
加
賀
不
可
欠
の
導
き
の
糸
で
あ
り
、
ま
た
、
木
容
は
、
長
く
ル

ソ

l

研
究
の
発
肢
の
踏
台
と
し
て
価
値
を
持
ち
統
け
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
ω
g
g『
g

臼
E
.
』g
也
、
h
s
手
、
同
町
宮
崎
匂
F
H
a
h
S
R
L
E
S誌旬
、
白
書
誌
同
時

氏
、

s
h
H
R守
、
同M
m
E
P
H
M
E
p
s
u
N
M
品
H
M
M
・
同
M
R
F
の
丘
町
B
R
p

s
p

品
印
吋
司
・
公
正
丘
円
同
自
白
冊
目
円

g
g

町
田
戸
問
問g
a
s
p

、



ド
イ
ツ
の
ル
ソ

l

研
究

フ

ッ

チ

l' 

民司

ノレ

ソ

の
政
治
?在
学-7I 

高

柳

良

治

研究展望:ノレソー研究

本
書
は
、
へ
l

ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
か
ん
す
る
多
数

の
著
作
に
よ
っ
て
す
で
に
わ
が
国
で
も
そ
の
名
を
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
I

・
フ
ェ
ッ
チ
ャ
l
教
授
の
ル
ソ
l
論
で
あ
っ
て
、
一
九
六
O
年
の
初
版
以

来
す
で
に
三
つ
の
版
を
重
ね
て
い
る
(
第
二
版
一
九
六
八
年
、
第
三
版
一

九
七
五
年
ー
ー
な
お
、
第
一
・
二
版
の
出
版
社
は
ド
ロn
z
q
E
邑
〈

R
U
m

で
あ
る
の
で
、
ズ

l

ル
カ
ン
プ
版
と
し
て
は
本
蓄
が
初
版
と
な
る
〉
。
ド

イ
ツ
に
お
け
る
ル
ソ
!
と
い
え
ば
、
カ
ン
ト
、
へ

l

ゲ
ル
、
ヵ
ッ
シ
l

ラ

l

等
の
名
前
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
フ
エ
ヲ
チ
ャ
l

教
授
の

こ
の
ル
ソ
l

論
は
強
い
共
感
(
カ
γ

ト
、
カ
ッ
シ

l

ラ

1

〉
で
も
強
い
反

挽
(
晩
年
の
へ
l
ゲ
ル
)
で
も
な
く
て
、
ル
ソ
l
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た

綿
密
入
念
な
研
究
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
保
守
的
な
思
想
家
」
ル
ソ
!
と
、

フ
ラ

γ

ス
革
命
に
対
す
る
そ
の
「
革
命
的
な
」
影
響
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
打

ち
出
し
て
い
る
点
が
何
と
い
っ
て
も
本
書
の
第
一
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
ま

ず
目
次
に
よ
っ
て
本
書
の
構
成
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
三
版
へ
の
序
文

緒
論

第
一
京

第
二
指

第
三
京

第
四
訴

問
時
代
の
社
会
に
対
す
る
ル
ソ
l

の
批
判

ル
ソ
l

の
人
間
像
と
そ
の
倫
理
学

ル
ソ
l

的
共
和
国

共
和
同
設
立
の
た
め
の
諸
前
提
お
よ
び
維
持
の
た
め
の
諸

手
段

ル
ソ
!
と
フ
ラ

γ

ス
革
命

第
五
章

初
版
が
手
許
に
な
い
の
で
、
第
二
版
と
本
書
と
の
異
悶
に
つ
い
て
の
み

一
言
し
て
お
く
。
右
の
第
五
章
は
も
と
も
と
第
二
版
で
増
訂
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
木
建
で
は
こ
れ
に
さ
ら
に
「
ジ
ャ
コ
バ
γ
主
義
と
ル
ソ
l

」

お
よ
び
「
サ
ソ
キ
ュ
ロ
ッ
ト
と
ル
ソ

l

」
と
題
す
る
二
項
目
(
約
三
0
ペ

ー
ジ
)
が
治
制
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
書
で
は
、
従
来
の
緒
論
に
対
し
て
、

ル
ソ
l

の
今
日
的
意
義
|
|
す
な
わ
ち
、
直
接
民
主
々
義
お
よ
び
エ
コ
ロ

ク
!
と
い
う
視
点
か
ら
の
ル
ソ
ー
へ
の
今
日
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
関
心
に

つ
い
て
述
べ
た
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
小
論
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

(
2
)
 

第
二
版
に
は
あ
り
た
三
編
の
附
録
が
本
書
で
は
省
か
れ
て
い
る
。

初
め
の
二
つ
の
章
の
テ
l

マ
は
ル
ソ
l

の
人
間
論
で
あ
る
。
ま
ず
第
一

章
に
お
い
て
は
ル
ソ
l

の
同
時
代
批
判
の
特
徴
が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
第
一
論
文
以
来
の
ル
ソ
l

の
時
代
批
判
は
、
克
服
さ
れ
た
封
建

社
会
と
い
う
よ
り
は
成
立
し
つ
つ
あ
る
市
民
社
会
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「
俊
民
的
l

小
市
民
的
共
同
体
の
普
か
ら
の
諸
形
式
」

3
・

H
∞
・
)
を
破
唆
し
た
の
は
後
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
か
れ
は
社

会
発
展
の
不
可
逆
性
と
、
こ
の
発
展
と
結
び
つ
い
た
人
聞
の
本
質
の
変
化



190 

と
を
自
覚
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
第
二
論
文
や
『
言
語
起
源
論
』
や
そ

の
他
の
著
作
の
背
後
に
は
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
哲
学
が
潜
ん
で
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
歴
史
哲
学
は
発
展
の
肯
否
両
面
の
結
び
つ
き
を

強
調
す
る
か
ぎ
り
弁
証
法
的
に
見
え
る
が
、
ぞ
れ
を
『
普
通
的
歴
史
の
諸

理
念
』
に
お
け
る
カ
γ

ト
ゃ
、
の
ち
の
へ
l

ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
オ
プ
テ

ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
弁
証
法
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
道
徳
的
観
点
が

決
定
す
る
と
き
、
発
展
は
も
っ
ば
ら
否
定
的
に
評
仰
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス

に
お
い
て
は
発
展
の
評
価
が
逆
で
あ
る
か
ら
、
発
展
を
促
進
す
る
た
め
の

対
立
の
激
化
の
必
然
性
と
い
う
教
説
が
成
立
す
る
が
、
ル
ソ
l

は
自
分
の

課
題
を
「
わ
れ
わ
れ
の
感
徳
の
進
歩
を
退
く
す
る
こ
と
」
の
う
ち
に
見
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
著
者
は
ル
ソ

l

の
政
治
理
論
も
こ
う
し
た
展
望

の
な
か
で
見
る
の
が
正
し
い
と
す
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
前
章
で
も
す
で
に
問
題
に
さ
れ
て
い
た
人
間
の

本
質
に
か
ん
す
る
ル
ソ
l

の
見
解
が
さ
ら
に
体
系
的
に
検
討
さ
れ
る
。

「
自
己
犯
と
自
噂
心
」
「
憐
れ
み
と
机
悶
愛
」
「
二
重
存
在
と
し
て
の
人
間

〈
理
知
的
存
布
|
|
感
党
的
存
在
〉
と
自
己
愛
の
二
つ
の
あ
り
方
」
「
良

心
と
徳
」
「
政
治
と
道
徳
」
と
い
っ
た
本
章
の
各
節
の
表
題
が
示
す
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
ル
ソ

l

の
描
く
人
間
像
の
型
論
的
な
レ
グ
Z

ル
が
問
題
に

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
は
ド
ラ
テ
の
「
傑
出
し
た
研
究
」

(
河-
u
m
H白
同
『
臥
・
ト
同
勾
ミ
"
・
由
主
同
~
な
苦
肉
九
旬
、
・
・

N
同
b
H
h
h
h向
白
毘
・
同
M曲
H
A回

同
定
∞
・
〉
に
与
し
て
い
る
が
、
ル
ソl
の
「
理
性
」
の
性
格
に
か
ん
し
て

は
新
し
い
発
見
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ク
の
ル
ソ

l

研
究

(
忌-
E
a
-
勾
E
h
h
S
R
M
h
h
b認さ
苦
ミ

S
R
b
司
タ
の
富
山
口
町S
S
E
-

〉

と
の
見
解
の
(
偶
然
の
)
一
致
が
著
者
に
よ
っ
て
喜
ば
れ
て
い
る
。

第
三
、
四
章
に
お
い
て
い
よ
い
よ
ル
ソ
l

の
政
治
留
学
が
テ
l
T

と
な

る
。
ま
ず
第
三
掌
で
は
『
社
会
契
約
論
』
が
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
綿
密
に

解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
契
約
、
一
般
意
志
、
法
律
、
立
法
者
、
主

権
者
等
の
、
ル
ソ
l

の
主
著
の
「
最
も
重
要
な
構
成
要
素
」
の
「
慎
重
か

っ
正
当
な
評
価
」
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
著
者
が
本
書
に
お
い
て
論
証
に
最
も
力
を
込
め
て
い
る
の
は
第

四
章
で
あ
る
。
著
者
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
-
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ル
ソ
ー
は
か
れ
の
「
共
和
国
」
が
た
だ
一
定
の
社
会
的
、
経
済
的
、
心
理

学
的
l

道
徳
的
諸
条
件
の
も
と
で
の
み
成
立
し
維
持
さ
れ
う
る
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
論
証
す
べ
く
著
者
は
、

『
社
会
契
約
論
』
第
二
編
第
八
|
一O
寧
「
人
民
に
つ
い
て
」
、
第
四
編

第
八
章
「
市
民
の
宗
教
に
つ
い
て
」
、
『
コ
ル
シ
カ
愈
法
草
案
』
『
ポl
ラ

γ
ド
統
治
論
』
等
々
を
資
料
と
し
て
、
「
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
唯
一
の
正
当

な
国
家
形
態
と
し
て
展
開
さ
れ
た
共
和
国
」

3
・
ロ
N
・
)
を
樹
立
す
る
た

め
の
適
切
な
時
期
や
大
き
さ
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
の
宗
教
、
教
育
、

慣
習
、
習
俗
、
社
会
政
策
、
経
済
政
策
等
に
つ
い
て
の
見
解
を
詳
し
く
検

討
し
て
い
く
。
著
者
は
、
ル
ソ
ー
が
決
し
て
「
抽
象
的
な
、
世
惑
に
疎
い

思
想
家
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
説
く
。
た
し
か
に
か
れ
は
、

古
代
の
ポ
リ
ス
民
主
政
治
の
「
盲
目
的
な
崇
拝
者
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し

同
時
に
か
れ
は
、
市
民
の
聞
に
も
ろ
も
ろ
の
強
い
社
会
的
緊
張
の
存
す
る

発
展
し
た
近
代
的
大
閣
に
は
、
そ
れ
は
到
底
適
用
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
国
家
の
教
育
的
措
置
お
よ
び
経
済
生
活

へ
の
干
渉
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
悪
徳
の
進
歩
を
遅
く
す

る
こ
と
」
と
い
う
か
れ
の
要
求
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
か
れ
は
こ
の
進
歩
を
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「
例
に
満
ち
た
宿
命
」
と
考
え
、
こ
れ
に
対
し
て
健
康
で
普
良
な
個
人
の

抗
抗
力
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
3
・
回
目
・
〉
。

こ
う
し
て
ル
ソ
ー
は
、
通
説
に
反
し
て
「
保
守
的
」
な
思
想
家
と
し
て

{
3
}
 

従
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
思
恕
は
、
フ
ラ
γ
ス
革
命
に
対

し
て
は
、
例
え
ば
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
ル
ソ
l
談
拝
に
お
い
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
「
革
命
的
」
に
作
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
五
章
は
こ
う
し
た
、

フ
ラ
ン
久
革
命
の
革
命
家
た
ち
お
よ
び
反
革
命
家
た
ち
に
お
け
る
ル
ソ
l

受
絡
の
川
魁
を
、
A
-

ソ
プ
l
ル
、
D

・
モ
ル
ネ
、
J

・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

等
の
前
例
究
の
上
に
立
っ
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点

が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
家
た
ち
に
は
ル
ソ
!
の
政
治
理
論
の
正

椛
な
知
識
が
ほ
と
ん
ど
全
く
欠
け
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ル

ソ
l

の
理
論
に
反
す
る
制
度
や
政
治
的
決
定
が
、
し
ば
し
ば
か
れ
の
名
の

も
と
に
正
当
化
さ
れ
た
こ
と
Q
・
〉
ロ
戸
・ω
・
〈
H
σ、
し
が
た
つ
て
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
「
創
始
者
」
「
煽
勤
者
」
「
先
駆
者
」
ル
ソ
!
と
い
っ
た
決

ま
り
文
句
は
じ
つ
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
こ
と
3
・
N
印
∞
・
)
等
で
あ
る
。

抑
制
論
にHん
ら
れ
る
つ
ぎ
の
一
節
は
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
著
者
の
見
方
を

よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
一
八
世
紀
の
し
ば
し
ば
矛
盾
し
合
う

意
図
や
テ
ー
ゼ
か
ら
、
時
代
精
神
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
を
吹
き
飛

ば
し
た
爆
発
性
の
混
合
物
を
作
り
出
し
た
。
ル
ソ
l

の
精
神
か
ら
こ
の
混

合
物
の
な
か
に
何
が
入
っ
て
い
っ
た
に
せ
よ
、
か
れ
独
自
の
哲
学
的
政
治

的
理
論
は
そ
こ
に
は
合
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
ω・
H
3
0

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
ル
ソ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
革
命
の
可
能

性
に
か
ん
し
て
極
め
て
悲
観
的
な
見
方
を
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

『
エ
ミ
l
ル
』
第
三
編
に
は
、
例
え
ば
「
私
た
ち
は
危
地
の
状
態
と
革
命
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の
時
代
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
」
と
か
「
ヨl
ロ
ヅ
パ
の
大
国
の
君
主
制
が

こ
れ
か
ら
も
長
い
間
存
続
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
」

と
い
っ
た
言
紫
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
普
通
ル
ソ
ー
に
お
け
る
革
命
の
予
言

と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
が
革

命
の
気
配
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
か
れ
は
そ
れ

が
「
民
主
主
義
革
命
で
あ
り
、
共
和
国
を
打
ち
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
大
国
に
お

い
て
か
れ
が
予
期
し
た
も
の
は
、
「
民
主
主
義
的
な
羽
生
で
は
な
く
て
君

主
制
か
ら
占
抑
制
政
治
へ
の
移
行
」
な
の
で
あ
っ
た3・
H
N
l
ω・
)
。

こ
こ
で
以
上
の
展
開
を
.
裂
約
し
て
み
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
「
小
規
模
の
、

同
質
的
な
社
会
的
以
般
に
立
つ
共
和
主
義
的
な
徳
性
国
家
(
吋z
m
m
E


m
仲
間
曲
。
」
を
唯
一
の
正
当
な
国
家
と
見
な
し
た
が
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
大
抵
の
国
家
に
と
っ
て
手
本
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
か

れ
は
「
資
本
主
義
時
代
に
お
け
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
の
理
論

家
で
は
な
か
っ
た
」
(
ω・
回
日
・
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
ル
ソ
l

理
論
の
「
革
命
的
な
」
影
響
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
が
お
の
れ
の
政
治
的
意
向

を
啓
蒙
時
代
の
構
成
主
義
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
表
現
し
た
こ
と
に
起

因
す
る
。
か
れ
は
精
神
的
l

倫
理
的
な
共
和
主
義
的
共
肉
体
の
形
成
に
と

っ
て
伝
統
、
慣
習
、
習
俗
が
極
め
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
と
考
え
た
に
も

拘
わ
ら
ず
、
共
和
国
の
「
成
立
」
を
自
立
的
な
諸
個
人
の
契
約
に
よ
る
連

合
に
よ
っ
て
説
明
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
社
会
契
約
論
』

は
、
か
れ
の
政
治
思
想
に
と
っ
て
全
く
特
徴
的
な
ら
ざ
る
契
約
思
想
に
ょ

っ
℃
後
世
に
彬
饗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
全
く
相
異
な
る
政
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治
的
方
向
が
互
い
に
ル
ソ
ー
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
「
ル
ソ
l

に
お
け
る
構
成
主
義
的
一
県
議
を
除
去
す
る
な
ら
ば
純

粋
に
保
守
的
な
思
想
に
、
強
化
す
る
な
ら
ば
社
会
主
義
的
な
思
想
に
到
達

す
る
」
3
・
自
由
・
〉
。

(
4
)
 

こ
う
し
た
ル
ソ
l

論
が
現
在
の
活
発
な
ル
ソ
l

研
究
の
な
か
で
ど
う
い

う
位
低
を
占
め
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
筆

者
に
は
述
べ
る
準
備
が
な
い
。
著
者
の
説
く
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例

え
ば
ル
ソ
ー
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
と
見
立
て
て
批
判
し
て

や
ま
な
か
っ
た
晩
年
の
へ
l
ゲ
ル
も
、
フ
ラ
ン
久
革
命
の
革
命
家
た
ち
と

同
じ
く
ル
ソ
l

の
意
図
を
全
く
見
割
以
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
『
社
会
契
約
論
』
の
性
絡
は
|
|
例
え
ば
第
二
編
一
二
章
に

出
て
く
る
「
習
俗
、
慣
習
、
こ
と
に
世
論
」
な
る
も
の
を
ど
う
評
価
す
る

か
と
い
う
川
題
を
一
つ
取
っ
て
も
t
|
|
決
し
て
単
純
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
若
者
が
本
書
で
問
題
と
し
た
よ
う
な
一
面
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定

し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ハ1
)

同
ユ
ロ
岡
伊
丹
印
n
E
R
H
勾
富
包
E
S

、
え
た
な
町
営
、
』
向
。
旬
。
裕
史

R
N
氏
、

。
a
S
R
円
言
含
き
き
マ
ミ
凡
一
旬

S
S

早
急
匙
包
町
立

H
F
M
-
0
3・

〉
口
出
・ω忠
凶

-
-
F
E『
E
S

司
t
.
0門
戸
白
岡
・
司
日
口
氏
再
仲
戸
沼
・
g
a
-

(
2〉
一
ニ
縦
と
は
、
第
二
論
文
に
対
す
る
A

・
ス
ミ
九
の
書
評
、
ル
ソ1
の
小
論

文
「
官
に
つ
い
て
」
ハ
U
H
R
g
a
g

『
-
自
己
各
自
お
師
〉
、
著
者
の
論
文

「
社
会
的
内
然
状
態
と
ホ
ッ
プ
ズ
、
プ
1

フ
ェ

γ
ド
ル
フ
、
ヵ

γ
バ
1

ラ
ン

ド
お
よ
び
ル
ソ
l
に
お
け
る
人
間
像
」
で
あ
る
。

(
3
)
肢
近
上
梓
さ
れ
た
将
者
の
論
文
集
『
支
配
と
解
放
』
に
は
二
編
の
ル
ソ
l

論
が
合
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
ル
ソ
l
忠
似
の
保
守
性
が
強
制
さ
れ
℃

い
る
。
し
か
も
、
ル
ソ
ー
を
保
守
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
「
ジ
ョ
γ
・
ロ

ゴ
グ
を
全
体
主
哉
の
先
駆
者
と
し
て
、
ホ
ッ
プ
ズ
や
マ
キ
ア
グ

Z
H

を
自
由

の
弁
護
者
と
し
て
、
マ
ルF
ス
を
マ
ル
F

ス
主
義
の
敵
と
し
て
、ν
l
-
-
y

を
牧
歌
的
1

民
主
々
義
的
状
態
の
拶
想
家
と
し
て
証
明
す
る
」
よ
う
な
、
最

近
流
行
の
「
逆
説
好
み
」
で
は
な
い
と
力
説
さ
れ
て
い
る
令
問
。

z
n
v
R

旬
問
、
混
同
宮
、
言
札
同
珪
S
R
e白
h
e
F
N
寄
与
た

g
e
E
.時
鳥
弱
凶
恥
下

魚
、
叫
宰
誼
師
、
戸
同
日
目
唱
。
吋
件

n
p
〈
R
E
m
-冨
E
n
F
8
5
叶
P
ω
-
H臼
聞
・
〉
。

ち
な
み
に
、
こ
の
本
に
つ
い
て
は
ガ
イ
九
マγ
ハ
の
・
。
包
回
目
回
目
〉
と
い
う

人
の
手
厳
し
い
書
評
が
あ
る

(
N
h
h
g去、
晶
、
喜

.
h
g
E旨
段

、
富
誌
言
者
E
・
2

国
各

ω
・
5
3
・
v

ハ4
)

と
は
い
え
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
ル
ソ
I

の
社
会
思
惣
、
政
治
思
怨
を
対
象
と
し
た
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る

最
近
の
研
究
書
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
・

河
・
国
S
E
F
勾
s
a
忠
告

a
h
u
hロ.
h。
怠k
v
b
守
号
、
の
な
え
な

S
h
H
h
旬
、
司EB
B


g
p
g
E

寝
耳

g
a
・

F
F
o
g
s
p
h
h

怠
守
S
A
N
e
s
s
R

N円
宮
崎
句H
R
r

芯
号
、
な
の
、
富
忠
司
忌
、
阿
菖
ぬ
苦
念
ぬ

H
h
S吉
弘
混
同
S

Hぽ
h
S
認

-
F曲
目
岡
・
切
巾
『
白
戸
司
自
国
民

R
H
P

忌
・
H
S
削
・
冨
・
明
白
円mn
F
S
F

均
s
a
s
s
k
v
R
M
J
a
F
R史
認
E
n
z
g
・
H由
討
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一
じ
h
ハ
問
年
八
川
三
一
日
、
メ
ジ
ェ
l

ル
に
滞
在
し
て
い
た
コ
ル
シ
カ

山
身
の
市
似
た
附
マ
チ
ュ

l

・
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
は
、
当
時
ス
イ
ス
国
境
近

く
の
ゾ
ロ
シ
ャ
似
モ
チ
エ

H

ト
ラ
ヴ
ェ
ー
ル
に
住
ん
で
い
た
ル
ソ

l

宛
に

一
通
の
手
紙
を
送
っ
た
。
こ
の
手
紙
が
、
ル
ソ
ー
を
コ
ル
シ
カ
に
直
接
的

に
結
び
つ
け
る
絞
初
の
糾
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
紙
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば

で
は
じ
ま
る
。

「
あ
な
た
に
た
い
し
て
深
い
敬
意
を
抱
い
て
い
る
一
コ
ル
シ
カ
人
が
、

隠
退
所
に
い
ら
れ
る
あ
な
た
の
お
邪
魔
を
あ
え
て
い
た
し
ま
す
こ
と
を
ど

う
か
お
許
し
下
さ
い
。
あ
な
た
の
お
仕
事
は
、
人
間
の
幸
福
だ
け
を
し
か

目
的
と
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
あ
な
た
が
専
制
を
嫌
悪
さ
れ
な
く

て
も
、
ま
た
そ
の
山
県
制
に
抑
圧
さ
れ
た
不
幸
な
者
た
ち
に
関
心
を
抱
か
れ

な
く
て
も
、
あ
な
た
の
お
仕
事
が
人
間
の
幸
福
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る

と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
私
に
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

「
あ
な
た
は
、
『
社
会
契
約
』
の
な
か
で
、
コ
ル
シ
カ
人
に
つ
い
て
き

わ
め
て
好
怠
的
に
言
及
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
讃
静
は
、

か
く
も
真
中
な
径
の
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
と
き
、
き
わ
め
て
気
持
ち
の
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よ
い
も
の
で
す
。
こ
れ
以
上
に
心
を
高
揚
さ
せ
、
良
き
行
為
を
な
そ
う

と
い
う
欲
望
を
か
き
た
て
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

殺
鮮
の
ゆ
え
に
、
園
児
は
次
の
こ
と
を
希
摂
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
す

な
わ
ち
、
獲
得
す
る
の
に
か
く
も
多
く
の
血
を
流
し
た
こ
の
自
由
を
保
持

す
る
手
段
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
こ
と
の
で
き
る
あ
の
賢
人
に
あ

な
た
が
な
っ
て
い
た
だ
け
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
コ
ル

シ
カ
人
は
、
あ
な
た
が
、
か
れ
ら
の
た
め
に
、
そ
の
才
能
と
慈
悲
心
と
徳

と
を
用
い
、
そ
の
熱
意
を
人
間
た
ち
の
幸
福
の
た
め
に
、
と
り
わ
け
、
も

っ
と
も
恐
る
べ
き
専
制
に
も
て
あ
そ
ば
れ
た
人
間
た
ち
の
た
め
に
用
い
て

(
l
)
 

く
だ
さ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
:
:
:
」

ピ
ュ
タ
フ
十
コ
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
圧
制
下
に
あ
る
コ
ル
シ
カ
人
民

が
蜂
起
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
は
す
ぐ
れ
た
一
立
法
者

の
法
を
う
け
い
れ
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
の
殺
人
の
習
慣
は
、

支
配
者
が
正
義
の
味
方
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
で
あ

り
、
コ
ル
シ
カ
人
自
身
は
正
義
を
愛
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
椀
を
ふ
り

お
と
し
た
コ
ル
シ
カ
人
が
そ
の
自
由
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は

時
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
の
男
も
女
も
人
間
的
で
あ
り
、
約

束
を
守
り
素
朴
で
あ
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
に
は
「
技
芸
も
科
学
も
製
造
業

も
富
も
高
官
修
も
な
い
」
が
、
「
こ
れ
ら
す
べ
て
は
幸
福
に
な
る
た
め
に
は

な
ん
ら
必
要
で
は
な
い
」
こ
と
、
こ
の
立
法
計
画
の
作
成
の
た
め
に
必
要

な
情
報
は
で
き
る
か
ぎ
り
提
供
す
る
こ
と
、
ル
ソ
ー
を
尊
敬
し
て
い
る
パ

オ
リ
氏
も
そ
れ
に
協
力
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
た
。

こ
の
手
紙
は
、
す
で
に
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
が
ル
ソ
1

の
思
想
の
核
心
に
よ

く
通
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
若
干
の
説
明
を
も
要
求
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し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
ま
え
に
、
ピ
ュ
タ

フ
ォ
コ
が
な
ぜ
ル
ソ
l

に
、
コ
ル
シ
カ
が
樹
立
す
べ
き
政
治
制
度
の
計
画

案
を
依
佃
制
す
る
さ
き
の
手
紙
を
書
く
に
至
っ
た
の
か
を
概
観
し
て
お
こ

う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
コ
ル
シ
カ
の
歴
史
に
た
ち
い
る
こ
と
に

な
る
。

[2V

大
附
昇
平
氏
の
『
コ
ル
シ
カ
紀
行
』
に
お
け
る
表
現
を
借
用
す
れ
ば
、

コ
ル
シ
カ
烏
の
大
き
さ
は
「
ほ
ぼ
四
国
の
半
分
に
当
る
」
。
こ
の
島
は
長

い
問
、
ジ
ェ
ノ
ア
共
和
凶
の
専
制
的
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
。
経
済
上
の

諸
規
制
、
設
税
、
政
治
的
民
迫
、
社
会
的
分
裂
の
助
長
、
外
国
軍
隊
の
介

入
、
等
々
の
い
わ
ゆ
る
州
民
地
支
配
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
、
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
ジ
ェ
ノ
ア
の
支
配
に
た
い
す
る
コ
ル
シ
カ
人
の
抵
抗
は
一
八
世

紀
の
初
以
か
ら
中
葉
に
か
け
て
本
的
化
す
る
。
一
七
二
九
年
、
反
乱
寧
は

一
時
、
M
m民
地
支
配
の
中
心
部
市
で
あ
る
北
方
の
パ
ス
テ
ィ
ア
を
占
拠
し

た
こ
と
さ
え
あ
る
。
一
七
三
五
年
に
は
、
さ
き
の
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
手
紙

に
記
さ
れ
て
い
た
パ
ス
カ
ル
・
パ
オ
リ
の
父
の
ジ
ョ
パ
ン
ニ
・
パ
オ
リ
は

コ
ル
シ
カ
の
独
立
を
代
言
し
た
。
一
七
三
六
呼
に
は
奇
妙
な
テ
オ
ド
ー
ル

王
の
事
件
が
起
る
。
三
月
一
一
一
日
、
派
手
に
着
か
ざ
っ
た
テ
オ
ド
ー
ル
・

ド
・
ヌ

l

ホ
フ
別
邸
と
名
の
る
一
人
の
男
が
コ
ル
シ
カ
に
到
着
す
る

a

か

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
引
起
を
波
り
歩
い
て
き
た
い
わ
ば
い
か
さ
ま
仰
で
あ

っ
た
が
、
外
凶
の
ほ
助
川
と
物
資
が
ま
も
な
え
刊
活
す
る
と
偽
わ
っ
て
コ

ル
シ
カ
人
を
州
に
ま
き
、
山
川
一
五
日
に
コ
ル
シ
カ
悶
主
と
し
て
即
位
し

た
。
し
か
し
、
限
引
も
物
資
も
と
ど
か
ず
、
-
d
ら
に
ジ
ェ
ノ
ア
の
軍
隊
を

前
に
し
て
恐
ろ
し
く
な
り
、
テ
オ
ド
l

ル
王
は
一
一
月
つ
い
に
島
か
ら
逃

亡
す
る
。
こ
の
列
は
二
O
年
後
、
併
合
の
ゆ
え
に
投
獄
さ
れ
て
・
制
死
す
る
。

こ
の
間
に
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
、
フ
ラ
γ

ス
寧
の
介
入
は
や
ま
ず
、

一
七
三
九
年
七
月
一
O
日
に
は
父
パ
オ
リ
ら
は
亡
命
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
。
一
七
四
一
年
、
フ
ラ
ン
ス
寧
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
の

た
め
に
、
そ
の
寧
隊
を
ひ
き
あ
げ
る
が
、
そ
れ
が
終
れ
ば
再
び
や
っ
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
一
七
四
五
年
五
月
一
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
は
、

ヨ
ル
シ
カ
に
た
い
す
る
ジ
ェ
ノ
ア
の
主
権
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ

リ
ス
・
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
寧
の
動
き
を
家
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

軍
隊
は
パ
ス
テ
ィ
ア
を
占
領
す
る
。
他
方
、
コ
ル
シ
カ
人
も
ガ
フ
ォ
り
を

指
導
者
と
し
て
蛾
起
し
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
。
一
七
四
七
年
に
は
フ
ラγ

ス
は
そ
の
介
入
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
一
七
四
八
年
一
O
月
の
ア
l

ヘ
ン

条
約
は
ジ
ェ
ノ
ア
へ
の
コ
ル
シ
カ
の
返
却
を
決
定
す
る
。
一
七
五
一
年
、

さ
き
の
ガ
フ
ォ
リ
は
総
司
令
官
の
地
位
に
つ
き
、
翌
年
に
は
全
般
的
蜂
起

が
始
ま
る
が
、
一
七
五
三
年
一O
月
、
ガ
フ
ォ
リ
は
暗
殺
さ
れ
た
。
そ
れ

に
代
え
る
人
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
ジ
ョ
パ
γ

ニ
・
・
ハ
オ
リ
の
息
子
で

あ
り
、
当
時
は
ナ
ポ
リ
に
と
ど
ま
る
三

O
放
の
パ
ス
カ
ル
・
パ
オ
リ
で
あ

っ
た
。
一
七
五
五
年
四
月
に
帰
国
し
た
パ
オ
リ
は
同
年
七
月
に
独
立
軍
総

司
令
官
に
任
命
さ
れ
、
事
実
上
コ
ル
シ
カ
島
の
全
権
を
限
る
。
か
れ
は
、

盲
目
的
独
裁
者
で
は
な
く
、
民
衆
の
意
見
に
よ
く
耳
を
傾
け
、
人
知
史
上

最
初
の
主
権
在
民
を
宣
言
し
た
滋
法
を
起
草
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
以
降
一
0
年
問
、
種
々
の
事
件
を
伴
い
つ
つ
、
独
立
制
の
勢
力
が
俊
位

に
立
つ
よ
う
に
な
り
、
ジ
ェ
ノ
ア
人
を
ほ
と
ん
ど
追
い
つ
め
、
コ
ル
シ
カ

は
事
実
上
独
立
し
て
い
る
と
い
い
う
る
状
態
を
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
、
平
和
維
持
の
口
実
の
も
と
に
フ
ラ
ン
ス
寧
の
介
入
は
っ
，
つ
い

て
い
た
。
一
七
六
四
年
八
月
六
日
、
ジZ
ノ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
は
コ
ン
ピ
エ



コ
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シ
カ
に
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ア
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権
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-
ニ
ュ
に
お
い
て
常
約
を
紡
び
、

を
椛
認
し
た
。

ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
が
一
七
六
問
年
八
川
一
一
二
日
に
ル
ソ
l

へ
は
じ
め
て
の

手
紙
を
送
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ピ

ュ
タ
フ
ォ
コ
と
ル
ソ
ー
と
の
文
泊
は
一
七
六
五
年
一
O
月
ま
で
つ
づ
き
、

そ
の
間
に
合
計
し
て
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
は
六
泊
、
ル
ソ

l

は
四
通
の
手
紙

を
内
く
。
こ
の
間
の
市
川
川
台
明
ら
か
に
す
る
ま
え
に
、
ヨ
ル
シ
カ
の
情
勢

の
変
化
を
な
お
少
し
泊
っ
て
み
よ
う
。

一
七
六
八
年
ハ
オ
リ
は
、
ピ
A

タ

7
4
4

コ
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン

ス
の
が
災
上
の
支
配
右
シ
ョ
ワ
ス
l

ル
と
コ
ル
シ
カ
の
独
立
に
つ
い
て
の

交
沙
を
つ
づ
け
る
。
し
か
し
、
老
約
な
シ
ョ

?
λ
l

ル
は
、
コ
ル
シ
カ
の

独
立
を
ポ
泌
す
る
怠
向
守
全
然
仙
け
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
パ

オ
リ
と
の
交
沙
の
決
裂
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
五
月
二
日
か
ら
わ
ず
か
二
週

間
後
の
五
川
一
抗
日
、
フ
ラ
ン
ス
は
コ
ル
シ
カ
を
ジ
ェ
ノ
ア
か
ら
二
O
O

万
フ
ラ
ン
で
附
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
附
入
は
四
月
一
氏
条
項

っ
き
、
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ノ
ア
は
欲
す
る
と
き
に
、

M
A
W
-
紛
の
上
に
フ
ラ

ン
久
が
支
払
っ
た
川
中
吹
か
」
加
却
し
た
側
仰
で
‘
コ
ル
シ
カ
守
町
民
一
灰
し
う

る
と
い
う
条
項
つ
き
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ノ
ア
は
取
引
を
と
り
、
フ
ラ
ン
ス
は

突
を
と
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
、
コ
ル
シ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
ヘ
併
合
さ

れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
抗
仏
戦
争
も
最
高
頂
に
述
す
る
。
同
年
五
月
八

日
の
ポ
γ
テ
・
ヌ
オ
ヴ
ォ
の
戦
闘
に
敗
れ
た
パ
方
リ
は
イ
ギ
リ
ス
へ
亡
命

し
、
コ
ル
シ
カ
の
長
老
会
議
も
六
月
一
六
日
に
降
伏
を
決
議
す
る
。
同
年

八
月
一
五
日
に
米
米
の
フ
ラ
ン
ス
良
・
怖
が
こ
こ
コ
ル
シ
カ
で
誕
生
す
る
こ

と
を
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
皇
帝
の
父
シ
ャ
ル
ル
・
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ポ
ナ
バ
ル
ト
は
パ
オ
リ
の
秘
書
で
あ
っ
た
が
、
一
七
七
一
年
に
は
コ
ル
シ

カ
島
の
川
政
行
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
始
つ
て
の
ち
、
一
七
八
九
年

一
一
月
、
パ
オ
リ
を
お
し
た
て
て
抗
議
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
た
い
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
国
民
議
会
は
コ
ル
シ
カ
の
似
有
を
あ
ら
た
め
て
決
議
す
る
。
一
七

九
四
年
イ
ギ
リ
久
平
は
コ
ル
シ
カ
に
上
陸
す
る
が
、
一
七
九
六
年
に
は
ナ

ポ
レ
オ
ン
引
が
こ
の
内
川
を
鉄
中
に
お
さ
め
る
。
フ
ラγ
ス
の
支
配
者
と
な

っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
分
の
出
生
地
を
優
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

て
、
ウ
ィ
ー
ン
合
ぷ
さ
え
も
も
は
や
フ
ラ
ン
久
へ
の
コ
ル
シ
カ
の
所
属
に

異
議
在
中
し
た
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
か
の
ジ
ェ
ム
メ
・
ボ
ス
ウ
ェ
ル
が
、
一
七
六
四
年
一
二
月
に
ル

ソ
ー
を
そ
チ
エ
に
訪
ね
、
の
ち
、
一
七
六
五
年
一
O
月
か
ら
一
一
月
に
か

け
て

F

コ
ル
シ
カ
を
旅
行
し
、
ル
ソ
l

の
手
紙
を
た
ず
さ
え
、
パ
オ
リ
の
と

こ
ろ
に
も
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
ボ
ス
ウ
ェ
ル
は

こ
れ
ら
の
旅
行
に
つ
い
て
興
味
深
い
日
記
を
残
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

<3)

一
七
六
八
年
に
は
『
コ
ル
シ
カ
案
内
」
な
る
一
蓄
を
公
刊
し
て
い
る
。
か

れ
は
パ
オ
リ
の
熱
烈
な
支
持
者
で
あ
り
、
戸
γ

ド
ン
に
亡
命
し
て
き
た
パ

オ
り
を
支
持
し
、
コ
ル
シ
カ
へ
の
イ
ギ
リ
ス
文
化
使
節
に
な
ろ
う
と
欲
し

(
4
)
 

て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

さ
て
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
が
ル
ソ
ー
へ
の
最
初
の
手
紙
を
書
い
た
と
き
、

ル
ソ
ー
は
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
『
新
エ
ロ
イ
l

ズ
』
は
一

七
六
一
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
、
『
社
会
契
約
論
』
は
一
七
六
二
年
四
月
、

『
エ
ミ
l

ル
』
は
同
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
両
年
は
、

ル
ソ
l

の
知
的
活
動
が
も
っ
と
も
見
事
に
結
実
し
た
年
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
止
が
で
き
る
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
子
、
、l
ル
』
は
宗
教
問
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題
の
ゆ
え
に
パ
リ
で
禁
書
と
な
り
、
ル
ソ

l

は
六
月
に
ス
イ
ス
の
イ
グ
Z

ル
ド
γ

へ
の
が
れ
る
。
し
か
し
、
同
月
に
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
も
ま
た
『
エ
ミ

i

ル
』
と
『
社
会
契
約
論
』
を
禁
止
す
る
。
七
月
に
は
ル
ソ
l

は
退
去
命

令
を
う
け
て
、
プ
ロ
シ
ャ
領
の
モ
チ
エ
H

ト
ラ
ヴ
ェ
ー
ル
に
移
る
。
一
一

月
に
は
、
『
エ
ミ
l

ル
』
の
弁
明
書
『
ポl
モ
γ

へ
の
手
紙
』
を
書
く
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
迫
害
の
な
か
で
も
、
一
七
六
三
年
に
は
、
ヌ
l

シ
ャ

テ
ル
市
は
ル
ソ
l
に
市
民
権
を
与
え
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
市
民
の
な
か
の
ル
ソ

l

支
持
派
も
か
れ
に
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
お
ち
つ
き
を
と
り
も
ど

し
た
ル
ソ
l

は
、
一
七
六
四
年
六
月
に
は
、
ジ
ュ
ネ
1

ヴ
検
事
総
長
ト
ロ

γ
シ
ャ

γ

へ
の
弁
明
書
『
山
か
ら
の
手
紙
』
を
完
成
し
、
一O
月
に
公
刊

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ソ
ー
が
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
第
一
の
手
紙
を
う
け

と
っ
た
と
き
、
か
れ
は
『
山
か
ら
の
手
紙
』
を
校
正
中
の
頃
で
あ
っ
た
と

推
測
で
き
よ
う
。

さ
き
に
引
用
し
た
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
第
一
信
に
か
え
ろ
う
。
か
れ
が
ル

ソ

l

の
居
住
地
を
隠
退
所
と
呼
ん
だ
理
由
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ピ
ュ
タ
フ
庁
コ
が
、
コ
ル
シ
カ
人
へ
の
ル
ソ
l
の
好
意
的
言
及
と
呼
ん
で

い
る
も
の
は
、
『
社
会
契
約
論
』
の
な
か
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
な
お
立
法
を
う
け
い
わ
う
る
一
つ
の
国
が
あ
る
。

そ
れ
は
コ
ル
シ
カ
島
で
あ
る
。
こ
の
勇
敢
な
人
民
が
そ
の
自
由
を
回
復
し

防
術
す
る
す
べ
を
み
せ
た
さ
い
の
勇
気
と
ね
ば
り
強
き
は
、
た
れ
か
賢
明

な
人
聞
が
そ
の
自
由
を
保
存
す
る
す
べ
を
か
れ
ら
に
教
え
る
に
値
す
る
。

わ
た
し
は
、
い
つ
の
日
か
こ
の
小
さ
い
島
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
驚
か
す
よ
う

(
5
)
 

な
予
感
が
す
る
c

」
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
闘
は
す
べ

て
す
で
に
米
則
的
症
状
を
呈
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
コ
ル
シ
カ
だ
け
が
、

な
お
未
来
に
繁
栄
を
期
待
し
う
る
闘
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
が
ル
ソ

ー
の
こ
の
よ
う
な
思
想
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
政
治
的
役
割
は
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は

な
い
。
か
れ
は
一
七
三
一
年
コ
ル
シ
カ
に
生
ま
れ
た
軍
人
で
あ
り
、
各
地

を
転
戦
し
た
経
験
を
も
つ
が
、
つ
ね
に
フ
ラ
γ
ス
の
味
方
で
あ
っ
た
。
か

れ
は
、
コ
ル
シ
カ
購
入
の
立
役
者
で
あ
る
か
の
シ
ョ
ワ
ズ
l

ル
と
通
じ
て

い
た
。
ス
テ
ラ
ン

H

ミ
シ
ョ
ー
に
よ
れ
ば
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
は
、
パ
オ
リ

の
平
等
主
義
的
民
主
政
治
の
原
理
に
恕
ふ
ざ
け
を
す
る
た
め
に
、
ル
ソ
l

(
6
)
 

に
コ
ル
シ
カ
憲
法
草
案
を
依
頼
し
た
と
い
う
。
ル
ソ
ー
は
こ
の
よ
う
な
策

略
の
可
能
性
に
気
づ
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
重
大
性
を
与

え
は
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
は
、
ピ
ュ
タ
フ
才
コ
の
手
紙
か

ら
二
O
日
後
の
九
月
二
一
一
日
に
返
事
を
か
き
、
こ
の
申
し
出
を
一
応
受
諾

す
る
か
ら
で
あ
る
。

「
あ
な
た
が
わ
た
し
に
話
さ
れ
て
い
る
企
画
に
た
い
し
て
わ
た
し
の
熱

意
を
か
き
た
て
よ
う
と
す
る
こ
と
は
余
計
な
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
考

え
る
だ
け
で
、
わ
た
し
の
心
は
高
揚
し
、
わ
た
し
は
夢
中
に
な
り
ま
す
。

わ
た
し
の
生
涯
の
残
り
の
日
々
が
、
き
わ
め
て
気
高
く
、
き
わ
め
て
有
徳

に
、
き
わ
め
て
幸
福
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
も

し
、
あ
な
た
の
勇
敢
な
問
国
人
た
ち
の
た
め
に
、
こ
の
わ
び
し
い
残
り
の

日
々
を
な
に
ご
と
か
で
良
き
も
の
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
ま

た
、
な
ん
ら
か
の
助
言
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
尊
敬
す
べ
き
首
長
の
意
図

と
あ
な
た
の
意
図
と
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
わ
た
し
は
こ
れ

ま
で
の
日
々
の
無
益
さ
を
あ
が
な
っ
た
と
さ
え
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
わ
た
し
を
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
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し
の
生
命
と
わ
た
し
の
心
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
。
:
:
:
」

こ
の
よ
う
な
向
い
川
「
の
出
主
だ
し
の
の
ち
、
ル
ソ

l

は
、
第
一
に
自

分
が
コ
ル
シ
カ
の
別
状
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
、
第
二
に
自
分
に
は
健
康

と
子
公
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
杭
窓
を
剛
、
起
し
、
コ
ル
シ
カ
の
知
識
を
う

る
た
め
に
、
白
川
作
必
川
で
き
れ
ば
一
得
よ
い
が
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
、

こ
の
仕
市
中
に
は
川
川
か
必
嬰
で
あ
る
こ
と
を
の
ベ
、
つ
い
で
、
コ
ル
シ
カ

の
状
切
か
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
不
安
企
表
明
し
て
こ
の
手
紙
を
終
え

て
い
る
が
、
さ
ら
に
泊
仰
に
お
い
て
、
政
治
制
度
に
か
ん
す
る
法
だ
け
が

現
品
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
耐
を
の
ベ
、
「
完
全
な
一
立
法
体
系
」
の
樹

立
に
川
心
が
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

ピ

A
S
F
7
4
コ
は
ル
ソ
l

の
拠
策
を
う
け
い
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
二
週
間
体
内
の
一O
刀
一
一
一
日
に
か
れ
は
第
二
信
を
送
り
、
次
の
諸
点
を

明
ら
か
に
し
た
。
コ
ル
シ
カ
へ
ま
も
な
く
旅
行
す
る
の
で
、
パ
オ
り
に
こ

の
ニ
ュ
l

九
を
知
ら
せ
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
に
閉
す
る
資
料
を
で
き
る
か

ぎ
り
送
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
の
旅
行
は
む
つ
か
し
く
な
く
、
気
候
も
怒
く

な
い
こ
と
、
代
市
引
を
ふ
よ
川
山
一
挙
に
仕
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
拡
礎
部
分
だ

け
な
ま
ず
仕
上
げ
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
る
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍
を
完

全
に
追
い
払
え
な
い
が
、
烏
内
の
フ
ラ
ン
三
品
・
と
の
衡
突
は
な
い
こ
と
、

コ
ル
シ
カ
の
独
立
は
各
国
に
よ
っ
て
徐
々
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ

い
ご
に
、
政
治
制
度
だ
け
で
な
く
、
立
法
の
全
体
系
を
作
成
し
て
ほ
し
い

h
」
'
ζ。
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こ
の
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
手
紙
に
た
い
す
る
ル
ソ
l
の
手
紙
(
第
二
信
)

は
一
二
日
の
ち
の
一
O
川
一
冗
日
付
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
こ
こ
で
次
の
よ

う
に
の
ベ
る
。
コ
ル
シ
カ
へ
は
行
け
な
い
こ
と
、
こ
の
大
き
い
仕
事
は
全

体
系
が
仕
上
っ
て
か
ら
拠
一
万
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
約
四

年
間
が
必
別
で
あ
る
こ
と
、
パ
オ
リ
に
つ
い
て
知
り
た
い
こ
と
、
い
か
に

し
て
総
指
州
η
に
え
ら
ば
れ
、
い
か
な
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
か
、

「
祖
阿
の
解
欣
れ
の
役
割
を
来
し
た
の
ち
、
そ
の
机
国
の
単
な
る
一
市
民

と
な
る
こ
と
か
司
決
心
し
て
い
る
の
か
」
ど
う
か
知
り
た
い
こ
と
。
そ
し
て

さ
い
ご
に
、
ル
ソ
l
は
コ
ル
シ
カ
に
か
ん
し
て
知
り
た
い
条
項
を
か
な
り

く
わ
し
く
刈
吊
し
て
い
る

9

こ
の
賀
川
条
項
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、

経
流
山
胞
に
か
ん
し
て
こ
と
に
詳
し
い
点
で
花
目
し
で
も
よ
い
。

こ
の
手
紙
に
た
い
す
る
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
返
事
(
第
三
倍
〉
は
、
し
ば

ら
く
お
く
れ
て
一
一
月
一
O
日
の
日
付
を
も
っ
。
か
れ
は
こ
こ
で
、
ル
ソ

ー
が
島
に
米
て
く
れ
る
希
望
を
失
つ
て
は
い
な
い
こ
と
、
資
料
を
送
る
こ

と
、
臨
時
的
統
治
の
形
態
の
計
画
で
も
よ
い
が
、
令
存
が
で
き
る
だ
け
早

く
で
き
あ
が
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
を
の
べ
た
の
ち
、
パ
オ
リ

に
か
ん
し
て
詳
し
く
説
明
し
、
パ
オ
リ
は
立
派
な
人
物
で
あ
っ
て
、
ル
ソ

ー
の
抱
〈
よ
う
な
懸
念
は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
、
か
れ
は
事
実
上
の
全
権

を
煽
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
乱
用
し
て
は
い
な
い
こ
と
、
長
身
金
髪
碧
限

で
あ
る
こ
と
を
誠
告
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
、
二
人
の
聞
の
文
通
は
と
だ
え
る
。
次
の
手
紙
は

ふ
た
た
び
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
が
一
七
六
五
年
二
月
一
一
六
日
に
コ
ル
シ
カ
か
ら

ル
ソ
l
に
宛
て
た
も
の
(
第
四
信
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
か
れ
は
、
ル
ソ

ー
か
ら
の
返
事
が
な
い
の
で
不
安
で
あ
る
こ
と
、
ル
ソ
l
の
手
紙
は
パ
オ

リ
に
し
か
知
ら
せ
て
い
な
い
か
ら
、
噂
に
は
の
ぼ
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ

る
こ
と
、
パ
オ
り
は
紛
争
の
解
決
に
い
そ
が
し
い
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
、
ル
ソ
ー
は
ま
た
新
ら
た
な
困
難
に
遭
遇
し
て
い
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た
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
か
れ
は
、
自
己
弁
明
書
『
山

か
ら
の
手
紙
』
を
一
七
六
四
年
一O
月
に
公
刊
し
て
い
た
が
、
こ
の
著
作

が
ま
た
し
て
も
非
難
を
う
け
、
一
七
六
五
年
二
月
に
は
ヌl
シ
ャ
テ
ル
の

市
会
が
こ
の
『
手
紙
』
を
禁
止
し
、
ジ
ュ
ネ
|
ヴ
も
同
じ
措
置
を
と
っ
た
。

三
月
一
八
日
に
は
パ
リ
で
本
書
が
焼
か
れ
、
同
月
二
八
日
に
は
ル
ソ

l

の

住
む
モ
チ
エ
の
村
会
が
ル
ソ
ー
を
召
喚
し
た
。
も
っ
と
も
ル
ソ
l

は
病
気

を
理
由
と
し
て
そ
れ
に
は
応
じ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ

コ
の
さ
き
の
第
四
倍
が
モ
チ
エ
に
と
ど
い
た
と
き
に
は
、
ル
ソ
ー
は
も
っ

と
も
苦
し
い
状
凶
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ル
ソ
ー
は
村

会
に
召
喚
さ
れ
る
四
目
前
の
一
一
一
月
二
四
日
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
つ
ま
り

ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
が
第
四
併
を
書
い
て
か
ら
一
か
月
近
く
た
っ
て
か
ら
(
コ

ル
シ
カ
か
ら
モ
チ
エ
ま
で
郵
便
が
送
ら
れ
る
に
要
す
る
回
数
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
)
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
へ
返
事
(
第
三
倍
)
を
書
い
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
い
山
一4と
い
う
よ
り
も
悲
捕
な
夜
間
酬
で
あ
る
。
か
れ
は
、

自
分
が
う
け
て
い
る
泊
百
を
う
っ
た
え
、
自
分
の
健
康
状
態
が
そ
れ
に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
案
じ
つ
つ
も
、
コ
ル
シ
カ
へ
の
移
住
の
希
望
を

夫
明
す
る
。
そ
れ
と
川
時
に
、
コ
ル
シ
カ
の
立
法
と
い
う
仕
事
の
光
成
は

も
は
や
明
日
み
え
な
い
こ
と
、
自
分
は
コ
ル
シ
カ
人
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
危
く
て
、
白
川
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
た
だ
静
か
に
生
存
す
る
権

利
の
み
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
コ
ル

シ
カ
の
立
法
に
た
い
す
る
ル
ソ
l

の
態
度
か
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
そ
れ
と
大

い
に
民
な
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
つ
つ
も
、
こ
の
立
法
計
闘
な
先
全
に

欣
だ
し
た
の
で
も
な
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

一
八
日
後
の
凶
月
一
一
日
に
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
は
返
事
(
第
五
日
伯
)
を
書

い
た
。
か
れ
は
、
パ
オ
り
も
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
自
身
も
ル
ソ
ー
を
コ
ル
シ
カ

に
歓
迎
す
る
こ
と
、
ル
ソ
ー
を
迎
え
る
こ
と
は
ヨ
ル
シ
カ
に
と
っ
て
光
栄

で
あ
る
こ
と
、
ル
ソ
ー
は
こ
こ
で
不
愉
快
な
自
に
は
会
い
は
し
な
い
だ
ろ

う
が
、
「
寝
る
道
具
、
台
所
用
品
、
あ
ら
ゆ
る
下
着
類
」
を
も
っ
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
告
げ
た
。

し
か
し
、
こ
の
間
に
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
周
凶
の
事
情
は
若
干
好
転
し

た
し
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
不
安
で
あ
っ
た
の
で
、
ル

ソ

l

は
四
O
日
あ
ま
り
後
の
五
月
二
六
日
に
第
四
信
を
送
り
、
コ
ル
ジ
カ

へ
の
旅
行
の
断
念
を
告
げ
る
。
同
時
に
、
ル
ソl
へ
偽
の
手
紙
を
送
ヮ
て

コ
ル
シ
カ
論
を
脅
か
せ
た
の
は
自
分
だ
と
い
っ
た
と
い
う
グ
ォ
ル
テ

l

ル

に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
に
か
か
わ
る
も
う
一
人
の
人
物
ラ
ン
キ
ュ
レ
ル

に
つ
い
て
も
言
及
し
、
ま
た
現
状
で
は
な
に
も
決
定
的
な
こ
と
を
伝
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
コ
ル
シ
カ
の
こ
と
と
自
分
自
身
の
こ
と
が
、
か
れ

の
残
り
の
生
涯
の
二
つ
の
関
心
事
だ
と
述
べ
、
ピ
f
p
フ
ォ
コ
に
会
い
た

い
と
の
希
望
を
表
明
し
て
い
る
。
「
自
分
自
身
の
こ
と
」
と
い
う
の
は
『
告

白
』
執
筆
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
ル
ソ
l

は
コ
ル
シ
カ
に
お
も

む
く
こ
と
な
く
終
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ル
ソl
の
心
変
り
に
ピ
ュ
タ
フ
ォ

コ
も
迷
感
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ル
ソl
は
当
局
の
保
誕
に

少
し
は
平
静
を
と
り
も
ど
し
て
い
た
が
、
村
人
の
迫
害
が
ふ
た
た
び
は
じ

ま
る
と
、
九
月
六
日
に
は
つ
い
に
モ
チ
エ
を
逃
が
れ
、
サ
ン
・
ピ
エ
l

ル

島
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
、
パ
リ
、
カ
レ

l

、
そ
し
て
一
一
月
に
は
ロ

γ
ド

ン
へ
と
逃
亡
の
旅
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
第
六
億
が
五
か
月
後
の
一
O
月
一
六

日
付
で
あ
る
の
は
、
騒
動
に
ま
き
こ
ま
れ
た
ル
ソ
ー
へ
の
迷
腐
を
示
し
て
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い
る
と
し
て
も
、
川
時
に
ま
た
、
ル
ソ
l
の
心
変
り
へ
の
非
難
を
も
示
し

て
い
る
の
で
は
あ
ゐ
ま
い
か
。
ビ
品
タ
フ
ォ
コ
は
こ
こ
で
、
ル
ソ
ー
へ
の

プ
ロ
シ
ャ

.
1の
似
必
化
た
た
・
え
、
手
紙
が
お
く
れ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の

旅
行
作
-
A
州
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
ル
ソ
!
の
読
め
る
論
文
は
ビ

ュ
タ
ブ
ー
コ
が
ル
ソ
ー
や
モ
ン
テ
ス
キ

λ

ー
や
マ
キ
ア
グ
ェ
リ
を
泌
介
し

て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
コ
ル
シ
カ
の
革
命
に
か
ん
す
る
浩
一
十
の

資
料
を
巡
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
。

こ
れ
以
降
、
二
人
の
間
に
計
一
闘
は
交
わ
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

交
わ
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
前
桜
の
聞
係

は
う
す
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ル
ソ
l
は
イ
ギ

リ
久
へ
お
も
む
き
、
ヒ
ナ
I

ム
と
の
争
い
に
疲
れ
、
一
七
六
七
年
五
月
二

一
一
日
に
は
ふ
た
た
び
フ
ラ
ン
ス
へ
帰
る
け
れ
ど
も
、
コ
ル
シ
カ
は
一
七
六

八
年
一
九
バ
の
ウ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
フ
ラ

γ
ス
に
貿
い
と
ら
れ
、

一
七
六
九
年
に
は
フ
ラ
ン
λ
に
合
併
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ル
ソ
!
と
コ
ル
シ
カ
に
か
ん
す
る
以
上
の
諸
事
実
は
『
告
白
』
に
お
い

て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
や
山
内
な
っ
た
事
実
も
ま
た
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
ル
ソ
ー
は
こ
こ
で
、
パ
オ
リ
が
ル
ソ

l

に
何
度
も
手
紙
を
送
っ
た
と

(
日
」

習
い
て
い
る
が
、
パ
オ
リ
か
ら
ル
ソ
l
へ
送
っ
た
手
紙
は
一
通
も
残
さ
れ

て
い
ず
、
ル
ソ
ー
か
ら
パ
オ
リ
へ
の
手
紙
に
か
ん
し
て
も
、
発
送
さ
れ
た

(
9
)
 

か
百
か
が
疑
わ
し
い
一
通
の
手
紙
の
下
書
き
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ラ

γ

キ
ュ
レ
ル
が
パ
オ
リ
の
手
紙
な
る
も
の
を
ル
ソ
l
に
と
ど
け
た
こ
と

は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
来
し
て
パ
オ
リ
の
手
紙
で
あ
っ
た
か
否
か

も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
ル
ソ
l
は
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
真
意
に
つ
い
て

も
不
安
を
感
じ
、
か
れ
と
の
会
見
を
強
く
望
ん
で
い
た
が
泉
さ
な
か
っ
た
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と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
コ
ル
シ
カ
島
へ
の
旅
行
の
計
耐
を
断
念

し
た
の
は
、
コ
ル
シ
カ
島
で
の
生
活
の
恐
る
べ
き
不
便
さ
不
快
さ
で
あ
っ

た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
述
く
か
ら
仰
ぎ
見
て
い
る

と
主
に
は
す
ぐ
れ
た
人
物
に
見
え
て
い
た
人
聞
が
、
近
く
に
来
て
み
る
と

そ
う
で
な
く
み
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
お
・
安
も
ま
た
コ
ル
シ
カ
行
き

の
断
念
の
班
山
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

* 

* 

* 

コ
ル
シ
カ
の
独
立
戦
争
と
そ
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
合
川
町
の
過
程
を
概
観
し
、

ル
ソ
!
と
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
合
計
一O通
の
書
簡
の

内
容
を
知
り
、
『
告
白
』
の
数
節
を
通
覧
し
た
あ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

と
り
わ
け
ル
ソ
ー
が
コ
ル
シ
カ
の
立
法
に
か
け
た
情
熱
に
驚
き
を
禁
じ
え

な
い
。
ル
ソ
ー
が
こ
の
『
コ
ル
γ
カ
窓
法
草
案
』
を
執
筆
し
た
時
期
に
か

ん
し
て
は
、
ヴ
ォ
l
ン
が
そ
れ
を
一
七
六
五
年
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
問

円
山
川)
(
U
M

と
推
測
し
、
ス
テ
ラ
ン
H

ミ
シ
ョ
ー
も
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
が
、
こ
の

時
期
も
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
ル
ソ

I

に
と
っ
て
け
っ
し
て
平
穏
な
時

期
で
は
な
か
っ
た
。
二
つ
の
著
作
に
か
か
わ
る
ル
ソ
ー
へ
の
迫
害
、
健
康

状
態
の
不
安
定
、
そ
れ
に
コ
ル
シ
カ
に
か
ん
し
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
多
く
の
知
識
、
さ
ら
に
、
ピ
ュ
タ
フ
ォ
コ
か
ら
の
こ
の
依
頼
が
策
略

か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
疑
念
な
ど
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ピ
a

タ
フ
ォ
コ
の
最

初
の
手
紙
を
う
け
と
っ
て
か
ら
四
か
月
後
に
す
で
に
執
筆
体
制
入
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
仕
事
が
ル
ソ
ー
を
と
く
に
強
く
窓
き
つ
け
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
統
治
の
一
般
原
理
を
、

コ
ル
シ
カ
の
立
法
に
お
い
て
具
体
化
す
る
と
い
う
仕
事
は
た
し
か
に
興
味
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を
そ
そ
る
仕
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
諸

国
、
す
な
わ
ち
ル
ソ
l
の
原
理
よ
り
判
断
す
れ
ば
成
熱
と
衰
退
の
極
点
に

近
い
と
こ
ろ
ま
で
失
駁
し
て
し
ま
っ
た
諸
国
家
に
お
い
て
非
難
さ
れ
焚
蓄

に
さ
れ
て
い
る
『
社
会
契
約
論
』
の
原
理
が
、
ま
さ
に
本
書
に
お
い
て
讃

え
ら
れ
た
新
し
い
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
国
家
に
お
い
て
歓
迎
さ
れ
、
そ
の
著

者
が
こ
の
図
の
立
法
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
陥
落
し
た

文
明
国
家
に
た
い
し
て
、
ル
ソ
!
と
そ
の
著
作
の
存
在
理
由
を
堂
々
と
示

す
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
こ
の
企
て
に
お
い
て
絶
対
に
成
功

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

正
確
に
い
え
ば
、
ル
ソ
l
は
、
四
聞
の
諸
凶
般
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

仕
事
に
情
熱
を
注
い
だ
の
で
は
な
く
、
こ
の
諸
附
難
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
一

う
し
た
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
コ
ル
シ
カ
態
法
平
然
』
の

執
筆
は
、
闘
争
の
んH
い
聞
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
執
築
そ

の
も
の
が
闘
争
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
コ
ル
シ
カ
恕
法
"
H十
集
』
の
内
総
の
分
析
そ
の
も
の
は
こ
の
小
論
の
課

題
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ビ
ュ
タ
フ
ォ
コ
の
第
一
の
手
紙
が
要
請
す
る
政

治
制
度
の
構
成
案
の
作
成
に
烈
論
を
と
な
え
、
政
治
の
み
で
な
く
、
そ
の

他
の
諸
側
面
を
も
合
む
山
全
な
一
立
法
休
系
の
立
総
に
積
極
的
に
関
心
を

示
し
、
コ
ル
シ
カ
の
川
状
の
あ
ら
ゆ
る
側
而
に
か
ん
す
る
質
問
状
を
送
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
叶
以

ψだ
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
的
」

諸
川
題
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
続
出
的
」
と
称
し
う
る
側
関
に
最
大
の
置
点

を
お
き
、
さ
ら
に
「
川
政
的
」
川
魁
に
き
わ
め
て
多
尻
島
の
ベl
ジ
を
捧
げ

て
い
る
こ
と
も
、
コ
ル
シ
カ
の
立
法
に
か
け
た
ル
ソ

l

の
態
度
を
期
解
す

る
の
に
仰
立
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

立
法
の
一
般
原
則
を
提
示
す
る
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
か
な
ら
ず

し
も
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
政
治
と
経
済
と
の
関
連
が
、
こ
こ
『
コ

ル
シ
カ
憲
法
草
案
』
に
お
い
て
は
む
し
ろ
中
心
的
地
位
を
占
め
て
お
り
、

そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
『
草
案
』
は
『
社
会
契
約
論
』
の
合
意
の
十
全

ハ
ロ
〉

な
把
握
の
た
め
に
不
可
欠
な
補
完
的
著
作
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
1〉
む
司
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。
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門
書
、
皇
室
♂
。
同
5
5
8
3

を
た
な

句
-
合
同
品
。
γ
F
F
予
定
申
・

(
9〉
n
nリJ
F
M
M
〈
・M
M・
-
N国
・

ハ
叩
)
〈
〉
巴
町
田
〉

Z
・
。
・
阿-
-
M
1
ξ
h
u
b

ま
ミ
寺
町

H
S
h
hミ
t言
語
-
H
3
5

句
。R
a
E
F
P
S
F
『
広
岡
冊
目
白
5
・
〈
口
】-
F
句
・
N
由
品
』g
s
m
-



〈
口
〉
印
吋
開
F
E
E
-

玄
-
n
Z〉巴
ロ
・
ω
-
-
E門
司a
E
n
z
oロ

E
H

ギ
ミ
ミ
忌
む
き
不

同
ミ
官
、
"
も
。
史
、
~
崎
町
。
、

h
p
(。
も
・E
H
・
〉
司
・
円
n
i
-
-

ハ
ロ
)
銑
者
の
ル
ソ

l
m
M
に
か
ん
し
て
は
次
を
み
ら
れ
た
い
。
木
的
科
代
治

『
フ
ラ
ン
ユ
政
治
目
前
山
川
寸
的
生
成
』
米
米
社
、
一
九
七
六
年
。
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社
会
思
想
史
研
究

一
九
七
七
年
創
刊
号

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

I

社
会
川
山
知
の
訪
矧
型
・:j
i
-
-

出
口
勇
蔵
/
竹
原
良
文
/
中
村

却
二
郎
/
水
間
洋

E

一
九
三
0
年
代
の
社
会
思
想
j
i
-
-
:
:

早
坂
忠
/
清
水
多
吉
/

佐
藤
政
郎
/
城
塚
笠

自
由
論
題
い
ク
リ
ス
ト
ア
7

・
ヒ
ル
の
歴
史
観
の
変
遷
:
・
松
浦
高
織

論
文ジ
ョ
ジ
フ
・
チ
ェ

γ
バ
レ
γ

に
お
け
る
「
改
革
」
と
「
帝
国
」

・
・
・
・
・
・
・
・
・
安
川
悦
子

初
期
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
弁
証
法
的
方
法
の
成
立
;
:
:
・
:
高
幣
秀
和

ド
イ
ツ
近
代
化
と
秩
序
意
識
の
転
換
・j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:

・
寺
田
光
雄

研
究
展
望
日
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究

戦
後
の
欧
米
に
お
け
る
モ
ア
研
究
:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
:
:
:
:

沢
田
昭
夫

ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
け
る
そ
ア
研
究
j
i
-
-
:
:
i
j
i
-
-

・
:
:
:
回
村
秀
夫

日
本
に
お
け
る
そ
ア
研
究
・j
i
-
-
-
j
i
-
-
i
j
i
-
-
-
:
:
:

伊
達
功

書
評上

山
安
敏
『
怒
法
社
会
史
』
/
岸
田
紀
『
ジ
ョ
シ
・
ウ
且
ズ
リ
研
究
』

/
田
村
秀
夫
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
/
宮
島
喬
ヲ
ア
ュ
ル

ケ
ム
社
会
理
論
の
研
究
』
/
『
土
居
光
知
著
作
集
』
/
木
崎
喜
代
治
『
フ

ラ

γ

ス
政
治
経
済
学
の
生
成
』

海
外
研
究
動
向

第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
史
の
旅
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
書
館
・
図
書
・
飽:
:
:
-
j
i
-
-
:
:

・:
j
i
-
-
:

・
西
川
正
雄

司
m
a

胃
n
Z
ぐ
2
0

ロ
忌
印
刷
自
由
門
岡
g
n
m
O

同
m
n同
町
三
日
間
口

u
z
n
e
zロg
・
・
・.............................. ・
・
・
・
・
・
吉
岡

マ
シ
ド
グ
ィ
ル
研
究
め
現
状
水
田

洋斉



げ
たJ舟
評
一
一

宇
賀
教
授
の

ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史
研
究

早

瀬

手リ

雄

一
字
賀
伴
者
『
社
会
学
的
ロ
マ
ン
主
義
|
|
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想

史
』
と
『
「
社
会
利
さ
か
ら
社
会
学
へl
t

ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史

研
究
』
(
仰
れ
も
似
川
一
社
厚
生
開
発
刊
)
の
二
著
は
、
わ
が
悶
の
社
会
思

想
史
、
社
会
学
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、
ま
れ
に
見
る
特
典
な
業
縦
に

印
刷
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
社
会
川
山
怨
史
と
い
う
と
、
そ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
戸
が
き
こ
え
て
く
る
。
こ
れ
が
帥
以
前
は
も
ち
ろ
ん
戦
後
に
お

い
て
も
、
わ
が
同
の
学
界
(
社
会
忠
組
史
研
究
の
分
野
〉
の
悦
況
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
忠
利U山
ん
概
論
め
い
た
多
く
の
著
述
は
、

大
帆
僚
に
な
っ
て
す
ぐ
れ
た
研
究
者
た
ち
の
労
力
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
だ
し
、
各
川
の
川
心
却
史
上
の
特
殊
的
研
究
も
相
つ
い
で
的
み
託
ね

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
中
で
「
ア
メ
リ
カ
社
会
思
惣
史
」
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
は
見
あ
た
ら
な
い
。
組
織
的
な
ア
メ
リ
カ
社
会
思
想
史
の
ま
と
め

は
今
後
の
課
題
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
.

社
会
学
の
立
場
か
ら
す
る
ア
メ
リ
カ
思
想
史
の
研
究
分
野
で
は
拙
著

『
ア
メ
リ
カ
社
会
学
成
立
史
論
』
と
大
道
安
次
郎
著
『
ア
メ
リ
カ
社
会
学

の
源
流
』
が
あ
る
の
み
で
、
い
ず
れ
も
二
O
年
以
前
の
旧
若
で
あ
る
。
私

ど
も
の
あ
と
を
つ
い
で
、
字
賀
博
教
授
が
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史
の
新

研
究
を
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
斯
学
界
の
た
め
突
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
次
第

で
あ
る
。

こ
宇
賀
教
授
は
ア
メ
リ
カ
思
惣
史
を
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
運
動
一
ー
ー
ー

そ
の
中
核
に
社
会
学
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
|
|
の
発
芥
、
成
州
、

発
展
の
過
程
の
中
に
見
出
そ
う
と
考
え
、
R
.
A
.
-

ニ
ス
ベ
ツ
ト
な
ど
か

ら
得
た
コ
マ
‘
ミ
、
ミ
、

L

ユ
ユ
テ
イ
l
と
ソ
サ
エ
テ
イ
l
(
8
ヨ

g

ロE
ロ
円
広
仲
q守
】
可
甲
『
干

.
m。R
円

E
M可
芯
、
心
〉
の

*
 

枠
組
に
よ
っ
て
基
本
的
視
線
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
。

事
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
「
私
の
抜
本
構
惣
は
、
も
ち
ろ
ん
私
独
自
の
も
の
で
あ

る
が
、
清
水
幾
太
郎
『
社
会
学
術
務
』
(
出
荷
波
醤
店
、
昭
和
二
五
年
〉
、
r
E

回
『
曲
目g
p

吋
官
、
ミ
叫
h
h
a
p
ミ
ミ
ミ

ω
E
S
b
・
-
r
s
a
s
s
z

・

句
H
g
p
s
B・
お
よ
び
河
口
開
拓
ユ
〉
・
2
目
的
『
印

F
同
ど
め
R
E
。
匂.
n
b
A早
良
民
・

な
S

・
回
g
r
H
切
8
5
.
F
n
・L
由
町
田
・
の
、
主
と
し
て
三
つ
の
爵
物
か
ら
お
お

く
の
影
響
を
受
け
た
」
と
の
べ
て
い
る
。

彼
の
恩
師
大
道
安
次
郎
博
士
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
最
初
の
労
作
『
社
会
学

的
ロ
マ
ン
主
義
』
(
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史
)
は
、
発
問
的
な
試
論
。

城
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史
の
研
究
論
集
と
な
っ
て

い
る
。
組
織
的
論
述
は
第
二
著
述
の
方
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
著
述
の
方
は
、
ま
ず
彼
の
い
う
社
会
学
忠
忽
史
が
総
体
と
し
て
ど

の
よ
う
な
檎
惣
か
ら
成
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
(
第
二
芯
、
つ
い

で
従
来
の
社
会
学
史
を
吟
味
し
直
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史
の



評

山
片
山
か
』
え
が
・

2

川
し
て
い
る
〔
沼
二
店
)
。
以
上
の
序
論
的
考
駒
沢
に
お
い
て
、

伎
は
社
会
川
引
い
叱
と
怖
心
し
た
社
会
学
山
ん
と
し
て
「
社
会
学
思
却
史
」
と

い
う
一
つ
の
乍
川
削
減
を
榊
却
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
社
会
学
川
心
似
巾
ん

と
は
社
会
川f
(
必
)
史
と
社
会
川
心
惣
史
と
の
「
中
間
似
域
」
の
忠
利
ル
史
の

こ
と
で
あ
ゐ
。
つ
弘
が
社
会
川
小
(
説
)
史
と
は
別
に
社
会
学
思
惣
史
を
あ

え
て
出
必
す
る
の
は
、
社
会
中
の
附
有
の
対
象
や
立
場
に
こ
だ
わ
る
あ
ま

り
、
辺
倒
似
的
な
、
あ
る
い
は
独
品
内
的
な
社
会
学
史
が
替
か
れ
、
ま
た
木

L
Tみ
て
出
仰
を
人
ず
、
:
:
:
モ
ザ
イ
ク
の
ご
と
き
社
会
学
史
が
し
ば
し
ば
引

か
ーμ
て
い
ゐ
か
ら
で
あ
ゐ
」

(
U・
5
)

つ
ま
り
、
社
会
と
い
う
生
き
た
ね
に
ふ
れ
る
の
に
は
、
社
会
学
史
で
は

ど
う
し
て
も
仕
制
限
的
に
な
り
が
ら
で
あ
る
し
、
ま
た
社
会
思
想
史
で
は

逆
に
距
離
が
泌
す
ぎ
る
と
い
う
難
点
、
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
独
自
的
に

「
討
会
学
と
托
会
川
心
仰
と
の
附
述
」
を
、
さ
ら
に
社
会
学
思
惣
と
い
う
中

間
制
岐
に
煤
介
さ
せ
る
方
法
で
椛
但
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
間
飯

山
内
な
る
慨
念
は
む
し
ろ
対
伯
区
慨
念
で
は
な
く
て
方
法
慨
念
と
し
て
考
え
ら

れ
て
お
り
、
社
会
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
析
す
る
た
め
の
方
法
的
似
城

で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は

Z
R

耳
目
円
な
構
成
概
念
と
し
て
グ
ラ
ム
ソ
ン
か

ら
附
示
を
仰
た
秋
作
の
「
維
持
」
と
「
変
化
」
と
い
う
知
識
社
会
学
的
慨

念
作
を
川
い
て
社
会
学
思
似
の
般
移
を
と
ら
え
、
記
述
の
た
め
の
準
拠
枠

と
し
て
一
九
枇
紀
叫
似
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
を
な
し
た
「
コ
ミ
了
一
テ

ィ

l

の
川
危
見
」
|
|
社
会
学
の
発
生
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
ー
ー
を
涼

入
し
、
一
八
川
刊
紀
的
な
「
社
会
」
(
白R
E
3

に
か
わ
る
新
し
い
社
会
概

念
を
州
と
し
た
忠
仰
山
人
を
仕
立
て
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

持
者
は
、
市
付
加
別
主
義
の
時
代
に
は
た
さ
れ
た
個
人
の
発
見
即
ち
g
n
E
可

市
川
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と
し
て
の
社
会
観
念
に
対
抗
し
て
、
市
民
革
命
と
産
業
革
命
と
い
う
二
重

革
命
(
ホ
ブ
ズ
ボ
l

ム
〉
後
の
、
資
本
主
義
社
会
の
発
展
が
生
み
出
し
た

役
会
的
別
災
の
変
化
に
対
応
す
る
新
し
い
秩
序
づ
け
の
理
論
(
社
会
学
)

を
求
め
た
思
必
辺
助
l
|
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
発
見
ー
ー
を
、
「
正
会

学
的
ロ
マ
ン
主
義
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
第
一
者
の
書
名
と
す
ら
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

三
円
十
賀
教
授
の
研
究
開
心
は
二
著
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
思
怨

史
で
あ
る
。
第
一
去
の
第
二
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
部
分
が
そ
の
概
要
に
あ

た
っ
て
い
る
。
第
三
指
以
下
は
そ
れ
ら
の
重
裂
な
忠
惣
潮
流
を
個
別
に
と

り
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
二

O
世
紀
へ
の
転
換
と
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社

会
学
思
想
の
展
開
過
程
の
う
ち
に
ひ
そ
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
再
発
見
の
運

動
形
態
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
ス
ベ
ン
サ
ー
か
ら
の
解
放

を
は
た
し
た
十
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
思
想
(
第
三
寧
)
、
一
九
二0
年
代

の
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
エ
ソ
ス
樹
立
の
運
動
|
|
パ
l
p

な
ど
に
み
ら
れ

る
社
会
学
思
想
の
ア
メ
リ
カ
化
|
|
(
第
四
章
〉
、
三
0
年
代
の
不
況
と
ア

メ
リ
カ
社
会
学
思
想
|
例
、
産
業
社
会
学
の
形
成
過
程
な
ど
に
お
け
る

ロ
マ
ン
主
義
的
な
第
一
次
集
聞
の
再
発
見
(
第
五
章
〉
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学

に
蒋
入
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ド
理
論
|
|
社
会
心
理
学
派
(
新
フ
ロ
イ
ド
派
)

の
発
展
と
現
在
(
パ
l
ソ
γ

ズ
、
ガ
l
ス
、
ミ
ル
ズ
〉
の
段
階
(
第
六
章
)
、

パ
l
ソ
ン
ズ
と
デ
ュ
ル
ケ
l
ム
、
ミ
l
ド
の
関
係
は
現
代
ア
メ
リ
カ
思
想

史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
評
価
で
き
る
か
(
第
六
、
七
、
八
章
〉
、

以
上
の
諸
問
題
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
い
か
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
の
再
発
見
の
思
想
巡
動
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
き
た
か
を
総
括
し
た
最

終
章
に
い
た
る
論
述
が
本
書
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
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本
書
を
読
破
し
て
改
め
て
う
け
た
感
銘
は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思

想
の
性
格
に
対
す
る
著
者
の
把
揮
の
仕
方
が
き
わ
め
て
独
創
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
思
考
を
導
い
た
方
法
的
視
点
に
示
唆
を
あ
た
え

た
ニ
ス
ベ
ッ
ト
的
な
一
種
の
歴
史
社
会
学
の
立
場
の
影
響
を
つ
よ
く
感
じ

な
が
ら
も
、
長
い
年
月
を
か
け
て
積
み
重
ね
た
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
の

彼
の
歴
史
的
研
究
に
は
、
従
来
の
社
会
学
界
に
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
新

し
い
風
味
が
こ
も
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
心
理
主
義
思
想
の
発
展
の
と

ら
え
方
、
産
業
社
会
学
や
都
市
社
会
学
、
現
在
の
パ
l

ソ

γ

ズ
主
義
思
想

の
展
開
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
接
近
方
法
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
風
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
発
見
の
思
想
史
的
軌

跡
の
新
し
い
発
州
者
と
し
て
、
彼
は
未
開
拓
の
め
ぼ
し
い
思
想
的
鉱
脈
を

さ
ぐ
っ
て
歩
い
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
私
や
大
道
博
士
の
ア
メ
り

カ
社
会
学
史
的
研
究
は
、
彼
の
研
究
過
程
に
お
い
て
つ
ね
に
踏
み
台
と
さ

れ
、
よ
り
お
い
水
準
に
手
が
の
ば
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
箸
に
お
い

て
十
分
に
災
訓
さ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
研
究
|
|
ア
メ
リ
カ

社
会
学
思
惣
史
の
研
究
|
ー
に
と
り
つ
〈
学
者
の
比
較
的
に
す
く
な
い
学

界
の
掛
花
的
情
況
に
徴
し
て
特
筆
に
側
い
す
る
と
思
う
。

四

m
二
明
日
の
『
「
社
会
科
学
」
か
ら
社
会
学
へ
』
は
、
宇
賀
教
授
の
研

允
山
小
山
ま
た
は
総
九
州
と
も
み
ら
れ
る
第
一
著
か
ら
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
一
内
花
凡
」
と
い
う
山
本
的
仮
説
を
ふ
ま
え
で
、
ア
メ
リ
カ
思
想
史
の
諮

問
附
合
克
明
に
M
M兜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仮
説
検
-
誕
を
行
な
う
と
い
う
組

織
的
な
ぷ
凶
の
前
半
の
部
分
|
|
(
一
九
世
紀
思
惣
史
)
|
|
に
あ
た
っ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
部
分
は
ア
メ
リ
カ
社
会
学
山
ん
や
社
会
思
想
史
の
傾
城
に
お
い
て
も

従
来
ほ
と
ん
ど
未
開
発
の
分
野
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
に
も
指
摘
し

た
通
り
で
、
ア
メ
リ
カ
の
学
界
自
体
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
組
織
的

(
体
系
的
〉
著
述
は
き
わ
め
て
数
す
く
な
い
の
で
あ
る
ω

昭
和
三
十
四
年

の
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
社
会
学
成
立
史
論
』
の
ご
と
き
ア
メ
リ
カ
お
け
る
に

前
社
会
学
思
想
q
s
・8
n
E
D
岡
山g
-
s
s
s
σ

の
研
究
に
つ
い
て
も
、

私
が
ま
と
め
あ
げ
た
組
織
的
な
労
作
は
「
ア
メ
リ
カ
の
学
界
に
お
い
て
も

*
 

掘
削
例
が
あ
ま
り
な
い
」
と
評
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
拙
著
の
続
編

と
認
め
て
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
な
字
賀
教
授
の
第
二
著
は
、
内
外
の
学
界

を
通
じ
て
稀
れ
な
労
作
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

と
つ
'
。

也
事
一
刑
者
に
対
す
る
こ
の
評
価
は
、
当
時
グ
ア
ジ
ユ
ア
大
学
の
社
会
堂
史
家
ハ
ウ
ス

教
授
笥
・
戸
田

D
E
F
M
1
E
b
sミ
尋
書
室
町
ミ
包
立
。
~
。
S
J

同
U
8
・
〉
に

附
長
し
た
州
刑
者
に
対
す
る
同
教
授
の
私
に
あ
た
え
ら
れ
た
私
信
の
中
で
の
言
楽

で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
第
三
者
が
宇
賀
教
授
の
組
織
的
な
試
図
の
「
前
半
的
」
部
分
に

あ
た
る
と
規
定
し
た
の
は
、
私
の
所
感
で
あ
っ
て
著
者
の
言
葉
で
は
な
い
。

然
し
、
著
者
が
「
本
書
は
私
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
想
史
の
一
部
で
あ
る
」

と
こ
と
わ
り
、
第
一
著
の
一
部
(
第
二
章
の
第
二
郎
と
第
一
一
一
章
〉
を
さ
ら

に
詳
細
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う

に
、
木
建
の
あ
と
に
続
編
あ
る
い
は
続
々
筋
を
も
の
す
る
悦
想
を
把
持
さ

れ
て
い
る
も
の
と
察
知
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
か
ら
二
O
世
紀
へ
の
転
換
呉

そ
し
て
二
O
世
紀
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
段
階
の
発
展
史
が
の
こ
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
怨
史
の
全
体
の
構
想
の

具
体
化
を
進
め
て
い
く
と
い
う
期
待
を
も
っ
て
本
書
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
同
学
者
の
と
る
べ
き
態
度
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。



評

一
決
す
る
に
、
木
市
は
十
九
位
紀
ア
メ
リ
カ
社
会
学
思
怨
史
で
あ
る
。
か

つ
て
の
州
内
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
十
八
世
紀
自
然
法
思
惣
の
時
代
か

ら
は
じ
ま
り
、
北
川
に
お
け
る
そ
の
継
放
と
発
展
に
対
す
る

g
g

門
司
・

2
E
B

と
し
て
の
山
部
の
社
会
学
思
組
|
l

コ
ン
ト
的
実
証
主
義
の
後

期
的
段
附
た
る
秋
作
利
払
の
社
会
学
思
訟
の
導
入
|
』
の
発
展
過
程
に
詐

携
な
考
訴
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
比
す
る
と
、
{
予
賀
教
授
の
本

許
は
州
諸
に
持
続
し
た
北
部
の
社
会
科
学
巡
励
の
発
展
過
程
に
佐
川
点
を
お

い
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
も
私
に
は
本
蓄
を
締
く
こ
と
は
非
常

な
よ
ろ
こ
び
で
あ
っ
た
。

本
当
で
絞
っ
て
い
る
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
は
、
前
半
の
産
業
革
命
期
の

社
会
情
泣
(
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
〉
を
背
授
と
し
た
も
の
〈
本

辺
第
一
部
)
と
、
後
半
の
市
北
戦
争
後
の
資
本
主
義
体
制
の
確
立
と
近
代

的
統
一
一
凶
・
米
形
成
の
時
則
の
社
会
川
題
を
背
景
と
す
る
も
の
(
第
二
部
の

問
題
)
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
区
分
(
社
会
的
背
長
)

を
ふ
ま
え
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
科
学
」
の
発
展
l
l
t

わ
れ
わ

れ
が
・
「
社
会
科
学
」
迎
動
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
のll

に
つ
い
て
分
析
し
、

ま
た
「
社
会
学
」
と
い
う
思
恕
な
い
し
学
問
の
成
立
と
そ
の
課
題
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
即
ち
本
書
の
内
容
で
あ
る
。

第
一
部
は
「
共
同
体
主
義
」
〈ES
S
E
-
S
ユ
S
F
S
)
|
|
(宗
教
か
ら

社
会
科
学
へ
)
の
発
肢
を
取
扱
い
、
シ
ェ
ー
カ
ー
と
共
同
体
主
義
、
ロ
パ

ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
と
ア
メ
リ
カ
・
フ
ー
リ
エ
主
義
と
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
紐

絶
主
務
(
吋
5
5
2
E
S
E
-

回
日
〉
の
名
の
ニ
ュ
l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学

派
の
「
社
会
科
学
」
思
忽
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
部
で

は
「
社
会
科
学
」
か
ら
社
会
学
へ
と
い
う
本
書
の
主
越
が
取
扱
わ
れ
、
ア
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ソ
シ
z
l

シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
運
動
、
経
済
の
社
会
科
学
の
肢
問
、
ア
メ
リ
カ

社
会
科
学
協
会
の
運
動
、
ソ
l

シ
ャ
ル
・
ゴ
ス
ベ
ル
巡
動
の
岡
山
聞
が
考
・
察

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
概
要
は
「
は
し
が
き
」
の
中
で
一
O
瓦

に
わ
た
っ
て
-
製
約
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
に
わ
た
っ
て
特
に
重

要
視
さ
れ
る
山
題
点
に
少
し
く
ふ
れ
て
お
こ
う
。

五
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
い
え
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
の
潮
流
は
、
ア

メ
リ
カ
で
は
共
同
体
主
義
の
名
の
下
に
一
八
四

O
年
ご
ろ
流
行
し
た
。
共

同
体
の
観
念
は
最
初
と
く
に
宗
教
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
起
源

は
公
教
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
急
進
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
宗
教

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
社
会
の
再
生
を
め
ざ
し
た
社
会

主
義
的
実
験
は
宗
教
的
リ
バ
イ
パ
ル
の
流
れ
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た
。
最

も
つ
よ
い
イ

γ

パ
ク
ト
を
与
え
た
「

γ

エ
ー
カ
ー
」
派
の
共
同
体
建
設

(
一
七
七
四
年
〉
に
は
じ
ま
っ
た
宗
教
的
共
産
主
義
の
諸
実
験
は
、
マ
ル

ク
ス
も
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
高
く
評
価
し
て
学
び
と
っ
た
こ
と
が
多
く
、
現
代

の
社
会
主
義
の
形
成
に
実
際
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
は
ア
メ
リ
カ
の
思
想
史
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
特

色
の
一
つ
で
あ
る
と
著
者
は
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
世
俗
化
を
媒
介

と
し
て
神
学
的
共
同
体
主
義
か
ら
「
社
会
改
革
」
へ
と
重
点
が
移
動
し
て

い
っ
た
歴
史
的
軌
跡
の
中
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
ー
ー

シ
エ
ー
カ
ー
主
義
の
エ
コ
!
と
も
み
ら
れ
る
オ
ウ
エ
γ
派
や
フ
ー
リ
エ
派

ー
ー
の
運
動
と
そ
の
社
会
科
学
思
想
の
歩
み
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る
。

オ
ウ
エ

γ
主
義
は
ア
メ
リ
カ
で
は
宗
教
的
共
同
体
主
義
の
伝
統
の
一
部

で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
特
質
を
も
っ
。
こ
の

こ
と
の
研
究
は
、
従
来
の
社
会
思
想
史
の
労
作
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
注
目
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さ
れ
ず
に
、
ア
メ
リ
カ
の
顕
著
な
研
究
資
料
の
解
明
も
比
較
的
怠
ら
れ
て

い
た
問
題
点
で
あ
ろ
う
。
字
賀
教
授
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
オ

ウ
エ
γ
の
『
新
社
会
観
』
(
一
八
一
七
年
〉
の
受
容
過
程
と
「
ユ
ュ
l

・

ハ
l

モ
エ
l

」
共
同
体
の
形
成
、
発
展
、
没
落
の
過
程
に
つ
い
て
丹
念
な

究
明
を
行
な
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
病
根
が
コ

ミ
ュ
ユ
テ
ィ
l

の
不
在
に
あ
る
と
診
断
し
た
オ
ウ
エ
γ

は
、
「
社
会
の
科

学
」
を
古
典
的
道
徳
哲
学
か
ら
噂
き
出
そ
う
と
し
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
最
初
の
「
社
会
科
学
」
連
動
の
展
開
は
、
オ
ウ
エ
γ
主
義
よ
り

も
、
一
八
四
0
年
代
の
ア
ソ
シ
エ
l

シ
ョ
ユ
ズ
ム
H

フ
ー
リ
エ
主
義
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
。

フ
ー
リ
エ
主
義
を
ア
メ
リ
カ
に
移
植
し
た
プ
リ
ス
ベ

l
y

〈E
Z
再

開
門
向
島
自
ろ
や
協
力
者
グ
リl
リ

l
(
国
O
B
n

帽
の
円
8
Z
3

の
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
を
中
心
と
す
る
社
会
科
学
的
啓
蒙
迎
動
l

ー
一
八
四
三
年
『
フ
ァ
ラ

γ
ク
ス
、
社
会
科
学
雑
誌
』
を
発
刊
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
従

来
と
り
た
て
た
研
究
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
字
削
貝
教
授
の

詳
密
な
解
明
は
そ
の
点
で
大
き
な
中
市
与
を
な
し
て
い
る
。
ブ
リ
ス
ベl
ン

の
啓
曲
家
迎
動
は
、
当
川
の
ア
メ
リ
カ
の
社
会
不
安
|
|
一
八
三
七
年
の
経

済
恐
慌
ー
ー
を
背
以
に
フ
ー
リ
エ
主
義
フl
ム
を
つ
く
り
出
し
た
。
四
0

年
代
に
は
数
多
く
の
共
川
体
村
が
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
主
と
し
て

ニ
a
l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学
派
の
ロ
マ
ン
主
義
的
超
絶
主
義
者
た
ち
の
手

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
ピ
ュ

l

リ
タ
ニ
ズ
ム
の

伝
統
的
風
土
が
生
き
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
は
後
代
の
ア

メ
り
カ
「
社
会
科
学
」
池
動
の
罰
則Aな
知
的
拡
加
を
成
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。

著
者
は
い
わ
ゆ
る
「
社
会
科
学
」
運
動
の
発
展
に
つ
い
て
論
究
す
る
た

め
優
に
一
五
O
頁
を
充
当
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
学
の
形
成
を
清
い

た
母
胎
の
研
宛
と
し
て
、
フ
ー
リ
エ
主
義
「
社
会
科
学
」
運
動
、
コγト

実
証
主
義
の
影
響
、
後
期
ア
ソ
ジ
エl
γ
a
-

一
ズ
ム
、
国
民
主
義
派
の
社

会
科
学
の
展
開
、
ア
メ
リ
カ
社
会
科
学
協
会
の
形
成
と
発
展
、
ソ
ー
ミ

ル
・
ゴ
ス
ベ
ル
運
動
、
こ
れ
ら
の
諸
潮
流
に
関
す
る
議
論
は
、
わ
が
学
界

に
お
い
て
字
賀
教
授
の
本
書
が
今
日
経
高
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
実
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
問
題
制
限
起
と
し
て
は
、
す
で
に
私

が
旧
著
の
中
で
行
な
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
分
野
に
わ
た
っ
て
お
り
、
私
自
身

が
そ
の
展
開
を
実
現
し
得
な
か
っ
た
仕
事
を
、
{
予
賀
教
授
は
み
ご
と
に
は

た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
ま
と
ま
っ
た
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の

社
会
学
思
組
史
の
著
述
は
、
長
期
に
わ
た
る
穂
抑
制
的
作
業
の
努
力
の
成
来

で
あ
っ
て
、
そ
う
ざ
ら
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
著
者
の
た

ゆ
ま
ぬ
努
力
に
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

私
は
本
稿
で
は
著
者
の
立
脚
し
た
科
学
的
思
想
的
方
法
的
観
点
に
つ
い

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
批
判
を
加
え
る
こ
と
は
さ
け
た
い
と
思
う
。
も
う

少
し
社
会
史
的
思
想
史
の
視
点
に
た
っ
と
よ
い
と
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論

と
科
学
的
社
会
主
義
の
思
想
と
の
関
係
が
ア
メ
リ
カ
で
ど
う
受
け
と
ら
れ

た
か
|
|
空
想
よ
り
科
学
へ
の
ア
メ
リ
カ
形
態
の
問
題
、
ア
メ
リ
カ
の
改

革
主
義
や
進
歩
主
義
の
時
代
の
社
会
思
想
史
の
再
検
討
を
通
じ
て
、
何
故

に
ア
メ
リ
カ
の
土
擦
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
視
を
お
ろ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
か
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
明
を
は
た
す
べ
き
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
よ
う
な

論
議
は
、
{
予
賀
教
授
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
今
後
の
課
題
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。



た
だ
、
ユ
ュ
l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学
派
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ホ
ウ3
・

の
・
出
口
宅
問
中
ぺ
友
)
、
ブ
ラ
ウ
ン
ソ
ン(
O・
p

・0
唱
ロ
8

品
、
そ
の
他
フ
ィ

ス

F
Q

・
白
浜
ろ
な
ど
の
も
っ
た
位
地
と
役
訓
を
も
っ
と
明
確
に
と
ら

え
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
と
り
わ
け
ホ
ウ
夫
妻
は
ニ
ュ
l

・
イ
ン
グ
ラ

ソ
ド
の
ロ
マ
ン
下
一
兆
派
の
一
方
の
代
表
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
社
会
福
祉

学
の
先
駆
者
と
し
て
も
、
コ
ン
ト
理
解
者
と
し
て
も
無
視
で
き
ず
、
「
社

会
科
学
」
運
動
叱
k

の
市
川
百
人
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
-
ハ
l

キ
ソ
ス
・

ス
ク
ー
ル
|
|
任
会
学
史
的
問
心
を
も
っ
て
木
学
の
書
店
を
訪
れ
た
昭
和

三
十
四
年
八
月
、
私
は
ホ
ウ
研
究
の
必
要
を
確
認
し
た
|
|
の
創
設
者
で

あ
り
、
ヘ
レ
ン
・
ケ
イ
化
史
の
教
育
者
で
も
あ
っ
た
ホ
ウ
に
関
す
る
研
究

は
、
わ
が
国
で
は
私
の
指
摘
以
外
ま
だ
何
一
つ
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
な

、
。

'lv 

最
後
に
、
私
は
将
者
に
波
米
を
市
声
明
一
し
た
い
。
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ポ
ス
ト

ソ
等
に
滞
在
し
、
同
会
図
書
飢
お
よ
び
ポ
ス
ト
ソ
公
立
図
書
館
で
原
著
あ

さ
り
を
行
な
い
、
十
九
陀
紀
時
代
の
引
用
番
日
の
一
件
雌
認
を
遂
げ
て
も
ら

い
た
い
の
で
あ
る
。
私
が
そ
れ
を
行
な
っ
た
の
は
昭
和
三
十
四
年
の
こ
と

で
も
う
古
い
。
今
日
現
在
の
時
点
で
そ
れ
を
遂
行
で
き
る
の
は
教
授
を
措

い
て
他
に
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

評密207 

公
募
論
文
執
筆
・
送
付
要
領

一
、
論
文
拠
出
の
資
賂
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
締
切
日
は
三
月
末
日
。
送
付
先
は
社
会
思
想
史
学
会
事
務
局
。

三
、
枚
数
は
、
二
百
字
x

一
O
O
枚
以
内
。

四
、
原
稿
川
紙
は
二
百
字
詰
。
タ
テ
書
き
。

五
、
注
は
作
郎
ご
と
に
、
注
(
1
)
(
2
)
(
3〉:
:
:
と
入
れ
る
。

六
、
引
川
・
参
考
文
献
の
一
一
小
し
方

①
洋
書
単
行
本
の
ば
あ
い

同p
p
白
血
円H
-
C主
主
主
句
師
同
h同
問
、
同
町
、
凡
な

.
b
号
、
守
口
定
宮
、w
s

。
除S
S
H
R
U

日
刊
冒
〈
叩
ユ
白
伊H由
印ω

・
ω
ω・
叶m
l白
・
(
高
木
監
訳

『
経
済
学
批
判
袈
綱
』
付
大
月
書
店
、
一
九
五
八
年
、
七
九
ペ
ー

ジ
〉
。

②
洋
書
雑
誌
論
文
の
ば
あ
い

同
吋
・3
r
m
r
E
E
n
回
目
仏
国

E

岡
由
江
自
の
巳
昨
日p
s

g
h
h
『
富
民

g
h
向
、
民S
C
H
B
ミ
旬
、
々
、
ぐ
O
F
E
・
2
0
・
ぉ
・

〉
E
C
B
口
同
由
叶M
-
同M
-
H
O∞
"

③
和
書
単
行
本
の
ば
あ
い

丸
山
真
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
第
二
版
、
未
来
社


一
九
六
四
年
、
一
四
O
|
一
ペ
ー
ジ
。

@
和
書
雑
誌
論
文
の
ば
あ
い

坂
本
鹿
一
「
プ
ル
l

ド
ン
の
地
域
主
義
思
想
」
、
『
現
代
思
想
』

五
巻
、
八
号
、
→
九
七
七
年
、
九
八
ペ
ー
ジ
以
下
。
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A海
外
研
究
動
向
V

北
大
西
洋
思
想
史
圏
を
求
め
て

佐
々
木

武

一
九
七
六
年
秋
か
ら
七
七
年
夏
ま
で
、
合
衆
国
、
A
Y
g
γ
ズ
・
ホ
プ
キ

ソ
ス
大
学
(
メ
リ
l

ラ
ン
ド
州
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ァ
市
)
で
す
ご
し
た
後
、

昨
年
八
月
一
目
、
久
コ
ッ
ト
ラ
γ
ド
、
エ
デ
ィ

γ
パ
ラ
大
学
に
移
っ
た
。

そ
れ
か
ら
九
カ
月
自
に
入
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
も
あ
と
三
カ
月
ほ
ど
で
去

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
エ
デ
ィ

γ
パ
ラ
で
の
生
活
は
、
大
学
の
カ
レ
γ
ダ
ー

と
は
無
関
係
に
、
大
学
図
書
館
、
法
学
部
図
書
室
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
で
原
典
と
つ
き
あ
う
毎
日
だ
か
ら
、
こ
の
国
の
研
究
動
向
と
い

う
の
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、

こ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
研
究
に
関
す
る
限
り
、
荒
っ
ぽ
く
い
え
ば
、
動
い

て
い
な
い
、
と
な
り
の
イ

γ
グ
ラ

γ

ド
研
究
に
く
ら
べ
て
、
半
世
紀
は
遅

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
皆
無

ミ

だ
と
い
う
の
で
は
な
い
.
し
か
し
、
こ
れ
が
、
こ
の
九
カ
月
、
ト
マ
ス
・
;

グ

ν

イ
グ
ハ
一
五
三
八
?
ー
ー
一
六O
八
〉
か
ら
、
へ
γ
リ
・
ヨ
パ

l
y

(
一
七
七
九
|
|
一
八
五
四
)
ま
で
を
追
い
か
け
て
み
て
の
い
つ
わ
ら
ざ

る
感
想
で
あ
る
。
日
本
の
ス
ミ
ス
研
究
の
隆
盛
か
ら
勝
手
な
想
像
を
し
た

ら
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
研
究
史
な
ど
と
い
う

め
ん
ど
う
な
も
の
を
無
視
し
て
、
原
典
に
つ
け
る
と
い
う
研
究
の
本
筋
を

ゆ
け
る
か
ら
幸
せ
と
い
え
ば
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
昨
年
ス
コ
ッ
ト

ヲ

γ
ド
で
調
査
を
さ
れ
た
山
崎
怜
教
授
が
、
報
告
を
か
か
れ
る
と
の
こ
と
、

こ
の
分
野
の
大
先
輩
で
、
ベ
テ
ラ
ン
の
教
授
が
ど
の
よ
う
な
報
告
を
さ
れ

る
の
か
、
期
待
し
な
が
ら
、
筆
者
の
報
告
は
、
合
衆
国
で
の
見
聞
に
も
と

づ
い
た
、
筆
者
の
関
心
に
ひ
き
つ
け
た
研
究
の
動
き
に
つ
い
て
い
く
つ
か

気
が
つ
い
た
こ
と
を
の
べ
る
こ
と
だ
け
に
限
定
し
た
い
。

七
六
年
、
合
衆
国
は
、
建
国
二
百
年
祭
と
大
統
領
選
挙
と
の
年
で
あ
っ

た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
歴
史
関
係
の
研
究
集
会
は
建
国
二
百
年
に
ち

な
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
く
つ
か
く
ん
だ
。
し
か
も
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
た
ん
な
る
お
祭
り
参
加
と
い
う
も
の
で
な
く
、
過
去
二
十
年
余
の
研

究
動
向
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
到
達
点
と
い

え
る
も
の
こ
そ
、
筆
者
に
と
っ
て
の
出
発
点
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
。
合
衆
国
滞
在
中
筆
者
の
参
加
し
た
学
会
は
、
十
八
世
紀
学
会
中
部

・
東
部
部
会
(
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
、
七
六
年
十
一
月
)
、
ア
メ
リ
カ
歴

史
学
会
年
次
大
会
(
ワ
シ
γ
ト

γ
、
同
年
十
二
月
〉
、
政
治
思
想
研
究
者

会
議
〈
ト
ロ
γ
ト
、
七
七
年
四
月
)
の
三
つ
で
あ
る
が
、
出
席
で
き
な
か



海外研究動向

っ
た
会
議
の
方
に
い
比
日
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
政
治

思
総
研
究
者
会
議
は
、
七
六
年
四
月
九
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
「
政
治
思

<1)

想
史
に
お
け
る
一
七
七
六
年
」
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
の
集
会
で
よ
ま
れ
た

報
告
は
す
べ
て
よ
む
こ
と
を
え
た
が
、
欧
米
政
治
思
想
史
を
横
断
的
に
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
い
で
、
同
年

五
月
一
一
一
目
、
二
一
一
日
と
二
日
間
、
ワ
シ

γ
ト

γ
、
フ
ォ
ル
ジ
7
l
・
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
が
コ
ニ
つ
の
英
国
革
命
、
二
ハ
四
O
年
、
一
六
八
八
年
、
一

(
2
)
 

七
七
六
年
」
と
い
う
テ
l

マ
で
シ
γ

ポ
ジ
ゥ
ム
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
、

前
者
が
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
を
空
間
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、

時
間
的
に
と
ら
え
る
こ
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
英
国
史
の
文
脈
に
お
い

て
み
る
こ
と
を
狙
っ
た
と
い
え
る
。
よ
ま
れ
た
報
告
の
う
ち
、
筆
者
が
よ

み
え
た
の
は
、
ス
ト
l
γ
の
大
報
告
と
、
ポ
l
コ
ッ
ク
の
も
の
だ
け
で
あ

る
が
、
ポ
l

コ
ッ

F

の
話
に
よ
る
と
こ
の
種
の
も
の
で
は
、
画
期
的
な
成

果
を
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
べ
て
の
報
&
円
か
ま
と
ま
っ
て
刊
行

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
期
待
さ
れ
る
。
い
ま
ひ

と
つ
は
、
七
七
年
九
月
十
五
、
十
六
日
、
ポl
コ
ッ
グ
ポ
・
ジa
y
ズ
・
ホ

プ
キ
ン
ス
で
組
織
し
た
、
ハ
リ
ン
ト
ン
没
後
三
百
年
を
記
念
し
た
u
r
yポ

ハ3
〉

ジ
ュ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。
ポ
l

コ
ッ
ク
は
昨
秋
、
トl
ラ

γ
ド
以
来
初
め
て

ま
と
ま
っ
た
ハ
リ
ン
ト
γ
の
政
治
論
文
集
を
、
長
い
歴
史
的
序
論
を
付
し

(
4
)
 

て
、
刊
行
し
た
が
(
こ
の
序
論
は
、
近
い
将
来
に
筆
者
が
訳
出
紹
介
す
る

つ
も
り
で
あ
る
)
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
が
ハ
リγト
γ
を
記
念

し
た
唯
一
の
集
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
つ
の
研
究
集
会
の
動
き
に
関
連
し

た
も
の
は
、
筆
者
の
出
席
し
た
7
4

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
会
議
で
、
二
つ
の
分

科
会
が
そ
れ
ぞ
れ
え
ら
ん
だ
、
「
革
命
か
ら
革
命
へ
|
|
十
八
世
紀
英
国
と

209 

ア
メ
リ
カ
と
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
」
と
「
政
治
と
政
治
思
想
、

ハ5
)

一
七
五
O
年
|
|
一
八
O
O
年
」
と
い
う
テ
l

マ
に
、
ま
た
、
ヮ
ジ
γ
ト

ソ
大
会
が
、
二
つ
の
分
科
会
で
と
り
あ
げ
た
テ
l

て
「
英
国
と
ア
メ
リ

カ
と
に
お
け
る

P

ロ
ユ
と
わ
E
E

ミ
、
二
ハ
八
九
年
|
|
一
八
一
五
年
」
、

(
6
)
 

コ
ニ
つ
の
二
百
年
記
念
|
|
ギ
ボγ
、
ベ
γ

タ
ム
、
ス
ミ
九
」
に
み
ら
れ
た
。

い
ま
こ
こ
に
列
挙
し
た
一
連
の
テ
l

マ
を
通
し
て
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る

の
は
、
欧
米
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
英
米
と
い
う
こ
と
に
限
定

し
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
北
大
西
洋
を
は
さ
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
合
衆
国
の
十
八
世
紀
政
治
思
想
史
を
ひ
と
つ
の
文
脈
で
、
い
や
新
し
い

文
脈
で
よ
み
な
お
そ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
が
英

帝
国
内
部
の
大
事
件
で
あ
っ
た
以
上
、
少
な
く
と
も
英
米
に
関
し
て
は
自

明
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
革
命
史

学
は
、
平
坦
な
道
を
歩
ん
で
今
日
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
革
命
史
学
の
動

(
7
)
 

向
に
つ
い
て
は
、
広
く
よ
ま
れ
て
い
る
グ
リ
l
γ
の
論
文
、
思
想
史
的
に

門B
V

は
、
ウ
ッ
ド
の
論
文
が
あ
る
か
ら
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
筆
者
が

ハ9
)
'

ハ
m
v

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
ロ
ピ
シ
ズ
か
ら
ベ
イ
リ
引
γ

に
い
た
る
革
命

史
に
た
い
す
る
思
想
史
的
接
近
の
流
れ
で
あ
る
。
流
れ
と
い
っ
て
も
、
結

果
と
し
て
そ
う
い
え
る
だ
け
で
、
革
命
史
学
内
部
に
お
け
る
思
想
史
的
立

場
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
ネ
イ
ミ
ア
史
学
以
後
の
問
題
が
か
ら
ん
で

独
自
の
研
究
史
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
グ
り
l
γ
と
ウ
ッ
ド
の

も
の
を
よ
ま
れ
れ
ば
、
核
心
に
ふ
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

L

ロ
ピ
γ
ズ
か
ら
ベ
イ
リ
ィ
ッ
.
ま
で
と
い
っ
た
が
、
筆
者
が
日
本
を
は
な

れ
る
時
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
い
う
と
、
バ
匹
ン
、
フ
ィ

γ
夕
、
パ
ー
マ

1

、
グ
ェ
シ
ト
1

リ
、
ポ
l

コ
ッ
夕
、
ロ
ピ

γ
ズ
、
ベ
イ
リ
ィ
γ
と
い
う
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ハU
〉

研
究
者
の
名
前
が
頭
の
な
か
に
あ
っ
た
。
修
業
時
代
を
ハ
リ
γ
ト

γ
か
ら

始
め
、
十
八
世
紀
英
国
政
治
思
想
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

γ
ド
啓
蒙
へ
進
ん
だ
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
の
仕
事
を
過
し
て
、

漠
然
と
な
が
ら
も
、
北
大
西
洋
思
想
史
聞
と
い
う
輪
郭
が
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
な
に
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
は
な
い
。
す
で
に
既
知
の
も
の
、
い
い

つ
く
さ
れ
た
も
の
を
、
自
分
な
り
に
ど
う
理
解
し
、
で
き
れ
ば
、
ど
う
再

構
成
す
る
の
か
、
ど
ん
な
に
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
ら

の
研
究
者
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
仕
事
に
丸
ご
と
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
親
近
感
を
お
ぼ
え
て
、
じ
か
に
教
え
を

乞
う
た
ポ
l

コ
ッ
ク
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
研

究
者
に
接
近
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
異
質
さ
を
よ
り
強
く
感
じ
る
く
ら
い
で
、

だ
か
ら
、
か
れ
ら
に
で
き
る
だ
け
教
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
異
和
感
を
自
分

の
作
品
の
な
か
で
い
か
に
表
現
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

ポ
l
コ
ッ
ク
が
、
七
五
年
に
出
し
た
大
著
『
マ
キ
ァ
グ
エ
リ
ア
γ

モ
メ

(
ロ
)

γ

ト
』
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
ピ
ブ
リ
オ
に
は
、
い
ま
あ
げ
た
研
究
者
の
名

前
は
す
べ
て
あ
が
っ
て
い
る
。
築
者
が
修
業
時
代
の
終
り
に
ス
コ
ッ
ト
ラ

γ

ド
砕
談
に
集
中
す
る
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
出
会
っ
た
の
で
あ
る

け
れ
ど
、
ポ
1

コ
ッ
P

は
、
そ
の
問
に
、
い
や
は
る
か
そ
れ
以
前
に
、
フ

ィ
レ
γ
ツ
ェ
の
持
作
者
た
ち
が
の
こ
し
た
原
山
内
に
と
り
く
ん
で
い
た
。
イ

タ
リ
ア
荒
川
の
よ
め
な
い
持
者
に
と
っ
て
頭
の
い
た
い
話
だ
が
、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
、
久
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
を
ふ
く
め
た
、
十
八
世
紀
英
国
政
治

思
山
山
ん
を
、
北
大
凶
作
思
想
史
図
と
い
う
視
座
か
ら
自
分
な
り
に
ど
う
構

成
す
る
の
か
、
先
行
者
た
ち
に
学
び
な
が
ら
、
ひ
と
つ
で
も
多
く
の
原
典

に
あ
た
る
の
が
、
日
下
の
仕
事
で
あ
る
。
H

原
山
内
熟
読
末
書
否
定
u
こ
そ

思
想
史
研
究
の
基
本
的
態
度
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
原

典
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
、
突
は
、
こ
の
場
合
大
変
な
の
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
日
本
に
足
場
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
困
難
は
倍
加
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
北
大
西
洋
を
は
さ
ん
だ
十
八
世
組
英
国
政
治
思
想
史
は
、
ホ
ッ
プ
ズ

と
ロ
ッ
ク
と
で
は
構
成
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
匿
名
の
多
数
の
著
作
者

た
ち
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
ラ
イ
プ
ラ
り
l

は
別

格
と
し
て
、
合
衆
国
に
あ
る
ハ
ソ
テ
ィ

γ
ト

γ

・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ハ
カ
ル

ブ
庁
ル
ニ
ア
州
、
サ
シ
・
マ
リ
ノ
〉
、
フ
ォ
ル
ジ
ァl

・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

の
二
つ
の
図
書
館
の
利
用
が
最
終
的
に
は
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
多
数
の

マ
イ
ナ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
思
想
史
は
、
文
脈
が
第
一
義
的
に

重
要
に
な
っ
て
く
る
。
文
脈
が
意
味
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
革
命
史
学
に
お
け
る
ロ
ピ
γ
ズ
か
ら
ベ
イ
リ
ィ
γ

に
い
た
る
コ

l

ス

は
、
こ
の
文
脈
の
問
題
が
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
存
在
す
る
。
し

か
も
、
革
命
史
学
の
枠
を
は
ず
し
て
、
フ
ラγ
ス
革
命
史
の
研
究
者
で
あ

る
バ
l
マ
l
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
か
ら
の
グ
ェ

γ
ト
l
リ
、
そ
し
て
フ
ィ

γ
夕
、
パ
ロ
γ
を
ふ
ま
え
た
ポ
l

コ
ッ
ク
の
大
胆
な
問
題
提
起
を
北
大
西

洋
思
想
史
圏
と
い
う
視
座
か
ら
一
括
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
事
態

は
論
争
的
性
格
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
原
典
を
こ
な
す
こ
と
が
文
句

な
し
に
第
一
な
の
だ
が
、
文
脈
の
問
題
が
前
面
に
出
て
き
て
、
そ
れ
は

方
法
論
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
が
、

(
ロ
)

と
り
わ
け
ポ
l

コ
ッ
ク
に
お
い
て
登
場
す
る
の
だ
が
、
筆
者
は
方
法
論
を

め
ぐ
る
論
議
に
は
当
面
全
く
関
心
が
な
い
し
、
方
法
論
を
論
ず
る
域
に
も

達
し
て
い
な
い
。
自
発
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
考
え
な
が
ら
読
む

こ
と
自
体
、
ひ
と
つ
の
「
方
法
」
の
行
使
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
今
の



tltJ外研究動向

と
こ
ら
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
日
下
は
一
点
で
も
数
多
く
原

卵
、
合
"
」
た
十
こ
と
で
あ
る
。

と

-
7
り
℃
こ
の
一
γ
1
7

を
州
り
ド
げ
て
い
く
た
め
に
い
ま
ひ
と
つ
重
要

た
代
引
は
、
イ
ン

y

ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
十
八
世
紀
政
治
史
お
よ
び
忠

担
叱
叫
冗
の
フ
1

日
ー
で
あ
る
。
先
に
、
ア
メ
リ
カ
革
命
史
学
に
お
け
る

ネ
イ

i

ア
史
学
以
降
の
問
題
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
が
、
マ
コ

l

レ
イ
、

ト
レ
グ
ェ
リ

γ

ン
は
と
も
か
く
と
し
て
、
十
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
治

山
川
6
1
L
b
Zた、
-
T

イ
ミ
ア
史
学
を
起
点
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
!
川
じ
は
じ
め
ゐ
と
h
d
り
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
ま
だ
完
全
に
フ
ォ
ロ

ー
し
お
え
て
い
な
い
の
が
巾
ぃ
内
的
で
あ
る
。
北
大
西
洋
を
は
さ
ん
だ
英
帝
国

内
山
の
十
八
枇
利
政
治
山
ん
の
他
山
内
は
、
思
組
史
に
立
場
す
る
匿
名
子
が
具

作
的
な
代
治
的
イ
ッ
シ
ナ
ー
を
め
ぐ
っ
て
発
言
す
る
こ
と
が
各
自
の
思
想

を
い
火
川
し
て
い
る
だ
け
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
思
想

史
的
政
治
山
ん
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
え
ば
、
な
ぜ
ネ
イ

ミ
ア
が
山
川
に
な
る
の
か
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
領
域

で
も
っ
と
も
成
長
め
ざ
ま
し
い
の
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
二
世
期
か
ら
名
誉
革

(
M
)
 

命
を
は
さ
ん
で
、
ウ
4
4

ル
ポ
l

ル
時
代
に
い
た
る
時
期
の
政
治
史
研
究
で

あ
る
ω

祭
者
は
、
こ
の
時
期
の
政
治
史
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
「
ア

γ

女
王
川
代
の
政
治
思
想
」
と
も
い
う
べ
き
テ
1
7

を
設
定
し
つ
つ
あ
る

が
、
ボ
l

リ
ン
プ
ル
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
充
分
、
期
が
熟
し
て
い
る
か
ら

だ
れ
か
が
子
広
一
け
る
べ
き
で
あ
る
。
近
年
の
ス
キ
ナ

l

の
論
文
は
そ
の

成
却
で
あ
ろ
う
。
同
学
の
参
加
を
期
待
し
た
い
。
た
だ
筆
者
の
怠
慢
で
、

「
ク
ラ
ブ
ツ
マ
γ
」
が
日
本
の
ど
こ
に
あ
る
の
か
ま
だ
た
し
か
め
て
い
な

い
。
関
心
の
も
っ
と
も
集
中
さ
れ
て
き
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
期
に
つ
い
て
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内
日
出
〉

は
、
若
い
ク
ョ
γ

・
プ
ル
ア
の
研
究
が
七
六
年
に
出
て
い
る
。
ま
た
、
十

八
世
紀
研
究
に
「
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
で
着
地
し
た
」
ト
ム
ソ
γ
学
派
の
社
会

(
U
V
 

史
研
究
を
既
成
史
学
が
ど
う
う
け
と
め
る
か
興
味
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
さ
ら

に
、
当
然
十
八
世
紀
研
究
と
も
関
連
し
て
く
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
ポハ問

〉

l

コ
ッ
F

と
の
関
連
で
、
筆
者
の
関
心
か
ら
ス
キ
ナ
l

の
ホ
て
フ
ズ
研
究
、

円
悶
)
(
初
〉
(
幻
)

ウ
ォ
ラ
ス
の
マ
l

グ
ェ
ル
研
究
、
ダ
γ

の
ロ
ッ
ク
研
究
、
テ
モ
γ
ト
、

(
辺
)

ハ
ラ
l

の
仕
事
を
想
起
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
チ
ュ
l

ダ
l

期
の
エ
ル
ト
ン
、
内
乱
期
の
ヒ
ル
の
健
在
ぷ
り
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
ズ
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
研
究
者
の
関
心
が
集

中
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
ロ
ビ
ン
ズ
か
ら
ベ
イ
リ
ィ

γ

へ
、
に
も
ど
る
の
だ
が
、
シ
ャ
ル

、
内S
J

，

E

、

ホ
ー
プ
に
よ
る
ひ
と
つ
の
研
究
史
的
ス
ケ
ッ
チ
を
参
照
さ
れ
る
よ
う
お
ね

が
い
し
て
お
き
た
い
。
シ
ャ
ル
ホ

l

プ
は
、
独
立
革
命
前
後
の
時
代
に
至

る
ア
メ
リ
カ
の
政
治
思
想
の
源
泉
が
も
っ
ぱ
ら
ロ
ッ
ク
中
心
に
求
め
ら
れ

て
き
た
伝
統
的
理
解
に
対
し
て
、
十
七
・
十
八
世
紀
の
英
国
共
和
主
義
思

想
に
求
め
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
ロ
ピγ
ズ
と
ベ
イ
リ
ィ

γ

と
の
仕
事
を

画
期
と
し
て
、
こ
の
方
向
が
、
こ
の
時
期
の
政
治
思
想
理
解
に
大
き
な
転

換
を
も
た
ら
し
た
経
過
を
研
究
史
的
に
跡
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場

す
る
の
が
、
ロ
ッ
ク
に
か
わ
っ
て
、
モ
l

ル
ズ
ワ
l

ス
、
ト
l

ラ

γ
ド
、

ゴ
l

ド

γ
、
ト
レ

γ
チ
ャ
l

ド
、
バ
ラ
、
ホ
リ
久
、
そ
し
て
、
シ
ド
ニ
ィ

(
M
V
 

ー
、
ハ
リ
γ
ト

γ
、
ポ
l

リ

γ
プ
ル
ヲ
ク
等
々
、
「
古
典
的
共
和
主
義
者
」
、

「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
l

マ
ユ
ス
ト
」
、
「
オ
ー
ル
ド
・
ウ
ィ
ッ
グ
」
、
「
(
ネ

オ
)
ハ
リ
γ
ト
ュ
ア

γ
し
、
「
コ
モγ
ウ
ェ
ル
ス
マ

γ
」
、
「
カ
ソ
ト
リ1
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
呼
名
で
く
く
ら
れ
て
き
た
人
々
と
、
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彼
ら
の
表
現
し
た
思
想
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
M

ア
メ
リ
カ
革
命
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
源
泉
u
が
北
大
西
洋
を
は
さ
ん
だ
無
数
の
思
想
的
交
流
に

あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
確
定
的
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ズ
が
英
本

国
側
に
即
し
て
跡
づ
け
た
の
を
う
け
て
、
ベ
イ
リ
ィ
ソ
は
植
民
地
側
を
掘

り
お
こ
し
た
と
い
え
る
包
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
個
々
の
研
究
者
の
個
別

(
お
〉

研
究
の
な
か
で
、
具
体
的
な
成
果
を
、
た
と
え
ば
、
久
ト
ゥ1
ル
ツ
、
ハ

ハm山
)
(
幻
)

ゥ
、
フ
ォ
ウ
ナ
l

、
の
仕
事
を
生
ん
で
き
て
い
る
。
筆
者
が
合
衆
国
滞
在

中
、
残
念
に
思
っ
た
の
は
、
ロ
ピ

γ

ズ
の
著
書
の
ペ
ー
パ
ー
パ
ッ
ナ
版
が

絶
版
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
、
も
つ
ば
ら
ベ
イ
リ
ィγ
学
派
に
中
心
が
移

(
問
。

っ
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
た
。
こ
の
方
向
か
ら
派
生
し
た
と
い
え
る
の
か
、

自
に
つ
い
た
の
は
、
H

ア
メ
リ
カ
啓
蒙
μ
と
い
う
研
究
方
向
の
受
場
で
あ

(
m
U
)
 

っ
た
。
と
も
あ
れ
、
ア
メ
リ
カ
革
命
史
学
に
お
け
る
思
惣
史
的
接
近
の
方

向
が
、
ロ
ビ
ン
ズ
か
ら
ベ
イ
リ
ィ

γ
に
い
た
っ
て
ひ
と
つ
の
頂
点
に
達
し

た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、

こ
ん
ど
は
逆
に
十
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
思
想
史
研
究
に
は
ね
返

っ
て
き
て
い
る
・
き
ざ
し
が
み
ら
れ
るu

ボ
ー
ロ
ッ
ク
の
す
ぐ
れ
た
先
駆
的

円
日
制
)

論
文
は
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
革
命
史
学
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
が
、
ベ

イ
リ
ィ
ン
以
後
は
む
し
ろ
は
逆
の
よ
う
に
尽
え
る
。
今
年
初
頭
に
刊
行
さ

(
川
}

れ
た
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
新
著
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
七
六
年
七
月
二

五
日
か
ら
二
八
日
ま
で
、
ェ
デ
ィ
ン
パ
ラ
大
学
で
、
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
革
命
」
と
い
う
テ
l

マ
を
掲
げ
た
研
究
集
会
が

(
担
}

も
た
れ
た
こ
と
か
h

つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

日
本
を
は
な
れ
て
以
来
、
一
定
の
枠
内
と
は
い
え
、
で
き
る
か
ぎ
り
、

分
散
拡
大
さ
せ
る
方
向
で
研
究
を
進
め
て
き
て
い
る
の
で
、
見
聞
し
た
も

の
は
す
べ
て
未
消
化
な
ま
ま
に
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
論
点
、
対
象
を
移
し

な
が
ら
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
縦
告
も
、
う
わ
っ

つ
ら
を
な
で
た
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
、
何
度
も
く

り
か
え
す
よ
う
だ
が
、
原
山
内
第
一
主
義
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
研
究
動
向

の
把
握
は
ど
う
し
て
も
二
の
次
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
あ
え
て
、
こ
の
よ
う
に
試
み
た
し
だ
い
で
あ
る
。
思
想
史
研
究
者

は
あ
ま
り
、
合
衆
国
の
研
究
状
況
に
目
を
向
け
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

非
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
で
あ
る
筆
者
の
ま
ず
い
報
告
が
、
な
に
か
の
き
っ

か
け
に
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

七
0
年
代
に
入
っ
て
、
戦
後
の
世
界
で
光
を
放
っ
た
二
人
の
政
治
析
学

者
が
亡
く
な
っ
た
。
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
(
一
八
九
九
年
|
|
一
九
七

三
年
〉
と
ハ
γ

ナ
・
ア
レ
γ
ト
(
一
九
O
六
年
|
|
一
九
七
五
年
〉
で
あ

る
。
そ
し
て
い
ま
ひ
と
り
、
パ
l

り

γ

は
、
今
年
に
入
っ
て
、
四
巻
の
若

ハ
おυ

作
集
の
刊
行
を
開
始
し
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
ア
レ

γ

ト
は
合
衆
国
で
生

涯
を
お
え
た
が
か
れ
ら
は
英
語
を
母
国
語
と
し
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
は
、
亡
命
者
で
あ
っ
た
。
パ

l

リ

γ
も
ま
た
生
粋
の
英
国
人
で
は

な
い
。
奇
し
く
も
ア
レ
γ

ト
と
パ
l

リ
ン
は
、
ラ
ト
ピ
ア
の
リ
ガ
の
生
れ

で
あ
る
。
北
大
西
洋
を
は
さ
ん
だ
思
想
史
的
ド
ラ
マ
は
今
世
紀
に
も
演
じ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ハ
一
八
七
八
年
四
月
十
ご
日
〉



Levcllers: An Underground Tradition?, @Robert Ashton, 
Tradition and lnnovation and tJze Great Rebellion, 
( Charles Carlton, C/;回r/es 1 and the Eng/ish Revolution, 

@)Lawrence Stone, T/;回 Resu/ts 01 the English Revo/utio1Z, 
/64かー1688，⑤Lois Scwoerer, 1688: A Right Radical Restor. 

atit'e Revolution, ( David S. Lovejoy, Two Amcrican Revo/u. 
tions: lb~9 and 1776, ( J. G. A. POC∞k， 1776: Tlze Revo/uｭ

tion Agai出t Par/iament, ( AIison Olson, Emþire, lnterest, 
aud Law: lïi6 , ( John M. l'vIurrin, Tlze Great lnversion: 

A COl坤arison 01 tlze Revo/ution Sett/ement 01 1688-1721 

and lïï6ーー1816.

(円 ) ]ames Harrington (1611-1677): A Terccntennial Symｭ

þosium, The Johns Hopkins University, September 15 and 
16, 1977. ( J. G. A. Pocock, ln the Stφs 01 ]ohn To/and, 
editing Harrington and finding contexts (cf. Pocock, Conｭ
tests lor the Study 01 ]anzes Harrington, to be published 
泊 II Pensiero PoIitico, 1978),(Gordon J. Schochet, Harrｭ
ington, Pro�erty and tlze Conslitution, ( W. Craig Diamond, 
sρirits and !V[eclzanics, Harringt，側 and lhe Science 01 his 

Time, @)JuIian H. Franklin, George Lawson and lhe ]uridiｭ
cal difinition 01 lhe English Revo/ution, (iNicholas Phil・

lip鈎n， Andre叩 Flelcher 01 Saltoun; the Pursuit 01 Civic 

Virtue in Scotland. 

〈司 ) The Political Works 01 ]ames Harrington, edited with 
an introduction by J. G. A. P∞ock， Cambridge U. P. 1977. 

(u>) The Bicentennial Conference of the American Society 
for Eighteenth-Century Studies _ (East-Central 、 Regional，

Seventh Annual Conference), Univ of Pennsylvania, 
Philadelphia，与-6 Nov. 1976, 1. Fr011l Revolution 10 

〈ー Tlze Year l1i6 in tlzc History 01 Political Thought , the 
Annual l¥.leeting of the Conferenct: for the Study of poIitical 

Thought, Lo)'ola liniversity, Chicago, April 9ー11 ， 1976. 

Papers presented: TIJames Moore, Humc's Polititial Science 
and tlze Classicol R，φublica/z Tradition , ，~Rodney 、IV. Kilcup, 
Hume and tlze Promise 01 the ]'.foral ScienCl!s, ( A. Owen 

Aldridge, Tlze lnfiuence 01 Locke and Rousseau on Paine's 

Common Sense, ( Isaac Kramnick, "Soþlzisters, Economists 
and Calculators": Bourgcois Radicalisnz in tlze Age 01 

Burke, ( Da\'id Kettler, History and Theory in tlze Politics 
01 Adam Ferguson: a Reconsideratioil (cf. Political Theory 

¥'01. 5 no. 4, Nov. 1977)，主)Donald 、，Vinch， Adam Smith's 

Politics and the "Present Distzlrbances" (cf. D. Winch, 
Adam Smitlz and tlze Civic Humanist Tradition, Cambridge 
Vniv, forthcoming)，⑦~lartha K. Zebrowski, One Cato is 
Not Enollglz: tlze Rhetorical Association and the Extraｭ

Constitzltonal Regcneration 01 the Commomuealth, ( Keith 

!¥lichael Baker, French Political Tlzollght in 177�: the 

Problem 01 Re.ρresentation， ⑤CharJes E. Butterworth, .Te"nｭ
]acques RO!lsseau: Citizen or Solitary Walker?, ( Peter 
Hanns Reill , ldealism , Historicism and the German Enligh・

tenment (cf. ReiI1, The GeTlnan Enligh抑脚nt and the Rise 

01 Historicism, Univ. of Calfornia Press, 1975), @Enid 

Bloch, The GeTllzan Origins 01 Anzerican Political Science: 
a Rejection 01 1776. 

C"') Tlzrce Britislz Revolution: 1640, 1688, 1776. 

The Folger Institute, Washington D. C. , l'vIay 21. and 

22, 1976. 

Papers presented: ( Christopher HilI, From Lollards to 

思
二
回
目h
S
4
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m
H
N
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Revolution: ldeology and Politics in Eighteenth-Centu;η 

Great Britain and America, ( John Brewer, The Parameters 
in the Eighteenth Centu;η，②'John Murrin, The Great lnｭ
vasion, ( Jeffrey Nelson, The Contradictions 01 Freedom: 
ldeology and the Emergence 01 the Liberal State in Great 
Britain. 2. Politics and Political thought, 1750-ー1800，

( Maurice M. Goldsmi出， Faction Detected: ldeological 

Consequences 01 WalPole's Decline and FaU， ②Je百rey

Barnouw, American lndependence: Revolution 01 the Revoｭ
lution ldeal. A Critique 01 the 'Paradi旨m' 01 Republican 
Virtue， ③ls，四cK・ramnick， Tommy Paine. 

〈由) Ninety-First Annual Meeting of AHA, Dec. 2ι-30， 1976， 

Washington D. C. 1. The American Experience, ( John 
Murrin, Court and Country in Britain and America, 168チー
1815. 2. Three other Bicentennia[s, 1776-1976. (lDavid 
Jordan, Edward Gibben (cf. DAEDALUS, Summer, 1976). 
( Gertrude Himmelfarb, ]eremy Benthom， ①Bernむd Seｭ

mrnel, Adam Smith. 
(ト) ]. P. Green, Tlze Fliglzt From Determinism: A Review 

o[ Recent Literature on tlze Coming of the American Revoluｭ

tion, the South Atlantic Quarterly Vol LXI, No.2. Spring 
1962. Green, The Plunge 01 Lenlmings: A Consideration 

o[ Recent Writings on Brittislz Politics and lhe American 

Revolution, South At1antic Quarterly, Vol. LXVlI, No. 1. 
Winter, 1968. cf. Tlze Reinter:ρretation o[ the American 

Revolution, 1763ー1789， edited with an Introduction by J. 

P. Green, 1968 Haper. 
(∞) Gordon S. W∞d， Rhetoric and Reality in the American 

Revolution, Wi1liam and Mary Quarterly, 3rd Series, Vol. 

xxm No. 1, 1966. 
(由) Caroline Robbins, lhe Eight田nth-c，酎liu.η C01柑mon雌alth

man: Studies in lhe Transmissio払 De即lopment and 

Circumstances 01 English Liberal lhoughl In朋 lhe Reslorｭ

ation 01 Charles 11 until lhe War wilh the Thirtee潟 Colonies，

Harvard, 1959. pap. ed., Aぜleneum， 1968. Robbins, ed. T，削

English Republican Tracls, Cambridge U. P. 1969. Robbins, 
European Republicanism in lhe Century and a Hall Belore 

1776, in The Development 01 a Revolutiona.η" Lib. of Cong. 

r自民 1972. cf. William and Mary Quarterly. 

(~) Bemard Bailyn, Political Pamphlets 01 the American 

R卸'Olution， V. 1, 1訟rvard， 1965. Bailyn, The ldeological 
Origins 01 the American Revoluti，叫Harvard， 1967. 

Bailyn, The Origins 01 American Politics, Vintage, 1970 

〈緊信 田íI-.，Q~トト隠'桜1<迫援<< 1.民.l，J同母)0

〈口) Hans Baron, Zera Fink, Robert Pa1mer, Franco Venturi. 
(;::1) P，∞∞k， The Machiavellian Mmnenι Florentine Polilica/ 

Thought and lhe Atlantic Republican Tradition, Princeton 
u. P. 1975. 

(~) Pocock, Politics, Language and Time, esp. chap. 1, 7, 8. 
pap. ed. At1leneum 1973. 

(ヱ) J. R. Jon白， K. H._D. 1弘ley， J. R. Westem, J. H. Plumb, 
J. P. Kenyon, H. Horowitz, D. Rubini, G. Holmes, W. A, 
Speck, H. L. Snyder, G. V. Bennett, E. L. E1lis, A. Mc. 
Innes, R. W. J. Riley, H. T. Djckinson, J. B. Owen, P. 
Langford, R. Sedgwick, B. W. Hill, P. Fritz. 

(~)Quintin Skinner, The Principles and Practice 01 Opposi. 
tion. The Case o[ Bolingbroke versus WalPole, in N. Mc. 



Nation. London, 1963. 
(~) Robert Sha1hope, Toward a Re�ublican Synthesis : The 

Emergence 01 an Understanding 01 Re�ublicanism in 

Amcrican Historiogra�hy. W & M Q. 3rd Vo1. XXLX. , No. 
1. 19�2. 

(~) Robert Molesworth, John Toland, Thomas Gordon, John 
Trenchard, James Burgh, Thomas HoIIis, A1gernm Sidney, 
James Harrington, Lord BoIingbroke. 

(~) Gerald Stourgh, Alexander Hamilton and the Idea 01 
ReρIlblican Government, Stanford, 1970. 

(お) J. R. Howe Jr., The Changing Political Thought 01 John 
Adams. Princeton, 1966. 

(f;:;) Eric Foner, Tom Paine and Revolutiona.η Am剖'ca. O. 

U. P. 1976. 

(お) Ba iIyn, G. W，口od. Pauline 島fuier.

(gJ) American Quarteriy Vo1. XXV111, No. 2. 1976.. Specia1 

Issue : An American Enlightenment. D. H. Meyer, The Deｭ
mocratic Enlightenment. New York, 1976, H. F. May, The 
Enlightenment in America, O. U. P. (N. Y), 1976, H. S. 
Commager, The Em�ire 01 Reason. New York, 1977. 

(1iD Pocock, Machiavelli. Harrington and the English Politiｭ
cal Ideologies in the Eighteenth Centu;η CN & M Q. 1965) 

in p，民ock， Politics. Lang回rge and Time. 

(お) H. T. Dickinson, Liberty and Pro�erty. Political Id，ω'logy 

in Eighteenth.Ce持tury Britain. London, 1977. 
(釦 O. D. Edw紅白血dG. Shepperson(edふ Scotland. Euro，ρe 

and the American Revolution. .New Edinburgh Review 

specia1 Issue. 1976. 

Kendricked. Historical Pers�ectives. London, 1974. 
(三) ]one Brewer, Party Ideology and Po.ρular Politics at the 

.4ccessioll 01 George IlI , Cambridge, 1976 

(ヒ) E. P. Thomson, Whigs and Hunters. 1975. D. Hay, P. 
Linebaugh, J. Rule, Thompson and C. Winslow, Albion's 
Fatal Tree , 19�5. 

(虫) Skinner, COllqllest and Consent: Hobbes and the Engageｭ
ment Controversy. in G. E. Aylmer ed., the Interregnum. 
19ï2. 一一ー， The Context 01 Hobbes's Theory 01 Political 
Obligation. in Cranston and Peters ed. , Hobbes and Rousseau, 
1972 一一一. History and Ideology in the English Revolution. 

Historical Journal. 1965. 一一一. Hobbes's Leviathan. H. J. 

1964. 一一， Hobbes on Sovereignty. Political Studies, 1965. 
一一-， The Ideological Context 01 Hobbes's Political Thought. 
H. ]. 1966, 一一. Thomas Hobbes and His Disc砂'les in 

France and England, Comparative Studies in Society 印d

History, 1965-6.一一， Hobbes and the Nature 01 the Early 
Royal Socieか. H. J. 1969. 

(虫) J. M. WaIIace, Destiny His Choice :the Loyalism 01 
Andrew Marvell. Cambridge, 1968. 

(お John Dunn. The Political Thought 01 Locke. C叩，bridge，
1969. Dunn, The Politics 01 Locke in England and America 
in the Eighteenth Century, in J. W. Yolton ed., John 

Locke. Cambridge, 1969. 

(却 William Lamont, Marginal P.ηI1Ine. 1600-69. London, 
1963, Lamont, Godly Rule :Politics and Religion. 1603-60, 
London, 1969. 

(~) William HaIIer, Foxe's Book 01 Martyrs and the Elect 
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円m品
)
同
明
白
宙
開
同
切
巾
ユ
山
口
・
同

S

え
同
誌
吋
訟
法
相
。B
a

席
。
品
『M『
出
・
同VH
晶
司
自
色

〉
-
m
mロ
M
P
Fロ
ロ
品D
P
H
申
叶
∞
・

-
E
O
図
。
S

に
つ
い
て

イ
ソ
グ
ヲ
γ
ド
、
デ
グ
ォ
γ
に
あ
る
エ
F

ゼ
タ
!
大
学
の
、
ァ
イ
ヴ
ァγ
・
ル
ー
ツ

教
授
と
モ
l
p
λ

・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
教
授
に
よ
っ
て
、
主
宰
さ
れ
て
い
る
寸
宮

河
口
g
g
n

ぽ
々
が
、
一
九
七
O
年
以
来
、
ス
チ
ュ
ア
l

ト
期
の
パ
γ
7
レ
ッ
ト
の

妓
刻
を
つ
づ
け
て
い
る
。
今
ま
で
に
、
一
九
白
川
が
刊
行
さ
れ
、
昨
秋
は
、
別
に

叶
E
g
g
E
S

円
己
師
、
。
s
h
S
R
E
T

白
が
独
立
し
て
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
企
闘
は
、
と
り
わ
け
日
本
の
研
究
者
と
っ
て
揺
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
今
品
問
吋F
O
問
。
神
田
が
存
鋭
、
発
展
し
て
い
く
た
め
に
、
会
員
諸
兄
の
支
持

を
期
待
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
関
心
の
あ
る
会
月
以
同
州
民
は
、
直
接
下
記
に
問
合
わ
さ

れ
る
か
、
市
し
こ
ま
れ
る
よ
う
お
聞
い
し
た
い
。
入
会
吹
は
不
要
で
、
毎
年
復
刻
さ

れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
予
約
附
読
者
に
な
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
富
在
の
と
こ
ろ
、

年
間
肋
臼
・
〉
。

同
，E
m
河
口
F

円
\
D
H
U
H
-
o
p
n
a

玄
・
冨
・
。
。
目
白
回
日
常y

口
町
咽
同
神
田
町
田
件
。
同

同S
E
a
-
〉
ヨ
ロ
ミ
回E
-
包
括
・
開H
O
Z
F
開
M
串
品

E
-
p
g
p

何
回
向
日
g
p

c
・
M内
・

が
考
古
で
に
既
刊
分
か
ら
い
く
つ
か
を
ひ
ろ
う
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

』0
2
E

『
ロ
ヨ
タ
D
w
号
室
町
ミ
』
町
内
、y
e
~
n
Z
包
・
』0
5

斗
『
g
n
E
H
品
自
品

ポ
.
巳
百
円
三
o
vム
巾
・
、
占
、

N
S
占
、h
S
E
刈
ミ
旬
』
町
内
向
ミ
ミ

h
F
H
b
ミ
ぬ
句

H
Q諸
民
刊
誌h
h
3
潟
見
な

:
:
・
5
3

・
守
口
何
回
言
。
『p
h
h

内
旬
、
れ
〉
匂
ミ
ぬ
誌
をhi
-
-
J
H
S
N
包
n
E
R品

P
E
E
-

と
と

5
R
L
hぬ
3
h
h
h
E
h
u
d
.

、
s
p
i
-
-
H
E
m
-
出
g
a
p


内
宮
古
・2
Z
-
三
一
号
、
町
、
占
的
。
」
、
、
ミ
白
旬
、

m
h
b
E
F
-
-

・
:
-
H叶c
u・
包
吉
岡
凹
『
可
切
O
B
o
-
-

3
内
コ

.
2
4え
.
M
h
h
h旬
、
ミ
与
町
立
Q
R
号
、

9
2
E

毛

.
5
8
.
Z
白
R
E
B
S

同

χ
門
己
}
戸
山
口

d
・
L
U
寸
、.h
h
h句
、
ね
な
。\
h
h
h
a
w
n
n

担
。

\
h
b
h
w
h
σ

ヨ
ミ
吉
宮
号
え
h
p
.
5
2・

(
佐
々
木
武
〉

フ
ラ
ン
ス
の

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l

パ
l

研
究

|
|
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
か
ら
|
|松

宏

村

こ
こ
に
こ
つ
の
端
的
な
表
現
を
選
び
、
フ
ラ
γ

ス
の
ヴ
ェ
I

パ
l
研
究

の
内
面
を
見
た
い
。
「
結
局
そ
の
立
場
は
、
デ
ュ
ル
ケ
l
ム
学
派
の
社
会

学
的
思
想
に
み
ら
れ
る
社
会
的
決
定
論
の
無
視
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に

お
け
る
社
会
的
決
定
論
の
完
全
な
承
認
と
の
中
途
に
あ
る
」
|
|
ゴ
ル
ド

(
l
)
 

マ
ン
。
「
根
本
的
に
そ
の
立
場
は
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
と

い
う
こ
つ
の
行
為
の
傾
斜
の
聞
に
惑
巡
す
る
個
人
主
義
の
立
場
で
あ
る
」

ハ2
〉

|
|
フ
ロ
イ

γ

ト
。
こ
の
二
人
は
互
に
反
対
方
向
に
グ
ェ1
パ
ー
を
踏
み

越
え
て
い
っ
た
。
二
人
に
よ
る
位
置
づ
け
は
、
窓
図
の
相
違
と
表
現
の
ず

れ
に
も
拘
ら
ず
、
共
に
ア
ロ
γ

の
平
衡
の
と
れ
た
理
解
の
地
平
よ
り
も
さ

ら
に
問
題
的
に
深
め
た
と
こ
ろ
で
は
類
似
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
本
稿
は

そ
の
点
に
つ
い
て
の
若
干
の
批
判
的
解
明
も
意
図
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
前
に
、
よ
り
一
般
な
外
的
動
向
の
観
察
か
ら
始
め
よ
う
。

十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
、
フ
ラγ
ス
の
社
会
的
威
信
は
文
化
的

威
信
を
伴
っ
て
い
た
。
思
想
学
聞
に
つ
い
て
も
、
フ
ラ
γ

ス
を
外
国
人
が

学
ぶ
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
。
ミ
ル
と
ス
ミ
ス
の
イ
ギ
リ
ス
と
は
宍
流



海外研究動向

な
む
け
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
相
子
に
し
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
思
想
に
目

合
向
け
た
の
は
十
九
欣
紀
佼
半
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ル
ナ
γ
な

ど
の
才
能
に
よ
ゐ
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
十
九
世
紀

ド
イ
ツ
思
似
の
災
都
と
一
八
七
O
年
の
敗
戦
に
よ
る
た
め
と
も
み
ら
れ
る
。

ニ
l
チ
ー
は
か
な
り
述
や
か
に
伝
え
ら
れ
た
。
ジ
ム
メ
ル
は
一
九
一
四
年

以
前
に
フ
ラ
ン
久
に
入
っ
て
い
た
が
、
ヴ
ェ

l
バ
l

が
入
っ
て
き
た
の
は

第
一
次
大
戦
伶
で
あ
る
。

ヅ
ー
ー
パ
|
の
フ
ラ
ン
マ
ハ
羽
入
は
λ
ト
ラ
久

P

フ
l

ル
が
河
泌
と
な
っ
て

い
乙

u

ま
す
一
九
二
五
年
に
デ
ュ
ル
ケ
l

ム
学
派
の
兵
端
で
、
姓
か
ら
し

ハ3
〉

て
純
フ
ラ
ン
メ
的
で
な
い
ア
ル
グ
ア
ツ
ク
ス
の
論
文
、
一
九
三
O
年
の
ラ

(4
>

ウ
フ
ェ
ン
プ
ー
ル
の
「
ア
ル
ザ
久
の
宗
教
と
経
済
」
、
そ
の
学
生
で
現
在

ス
ト
ラ
久
，
フl

ル
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
初
め
て
の
市
長
で
あ
る
プ

(
5
)
 

リ
ム
ラ
ソ
の
博
士
論
文
「
ミ
ュ
l

ル
l

ズ
の
工
業
」
(
一
九
三
二
年
〉
が
草

分
け
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
グ
ェ
l

バ
l

の
「
倫
理
と
精
神
」
の
関
連
研

究
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
学
と
サ
ル
ト
ル
の
話
で
よ
く
引
合
い
に
出
さ
れ

る
ア
ロ

γ

の
ド
イ
ツ
-
凶
学
の
成
於
「
現
代
・
ド
イ
ツ
社
会
学
」
(
一
九
三
五

年
)
に
始
ま
る
「
歴
史
の
批
判
哲
学
」
、
「
歴
史
哲
学
入
門
」
は
今
日
に
い

(
6
)
 

た
る
決
定
的
な
権
威
を
確
保
し
て
い
る
。
後
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
は
学
生
を

前
に
、
片
や
ギ
ュ
ル
ピ
ッ
チ
が
ヴ
ェ

l

パ
ー
を
酷
評
し
、
片
や
ア
ロ

γ
が

日
く
評
附
し
て
刈
肌
を
な
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
以
来
ヴ
ェ
テ

「7
)

ラ
ソ
の
フ
ラ
ン
ス
首
相
メ
ル
は
ア
ロ
ン
の
弟
子
の
よ
う
で
あ
る
。
第
二
次

大
帆
後
、
第
二
世
代
の
研
究
仰
が
叩
引
出
し
、
翻
訳
だ
け
で
な
く
始
め
て

一
昨
人
の
あ
る
学
説
研
究
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ
ル
ド
マ
ン
、

フ
ラ
イ
シ
ュ
マ
ン
、
ヴ
ァ
ン
サ
シ
、
フ
ロ
イ
ン
ト
、
他
に
メ
ル
ロ

l

ポ
ン
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(
S〉
門

9
)

テ
ィ
な
ど
の
ヴ
ェ

1

パ
l
論
は
定
評
が
あ
る
。
フ
ラ
イ
シ
ュ
マ
γ

は
ユ
ダ

ヤ
教
と
キ
リ
久
ト
教
の
凶
係
を
論
ず
る
ほ
か
に
主
力
を
へ
l

ゲ
ル
研
究
に

お
い
て
い
る
。
論
争
的
論
文
「
ヴ
ェ
l
パ
ー
か
ら
ニ
l
チ
ェ
」
を
こ
の
径

の
問
題
提
起
の
初
の
代
表
文
献
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
異
論
も
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
ヴ
7
γ

サ
ン
は
「
マ
ル
ク
ス
と
ヴ
ェ
l
パ
l
」
の
関
連
研

(
U
)
 

究
を
続
け
て
い
る
。
「
隠
れ
た
る
神
」
の
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
さ
し
ず
め
フ
ラ
ン

ス
の
服
部
之
総
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
こ
の
世
代
の
社
会
科
学
者
は
総
じ
て

グ
ェ
l
パ
ー
を
よ
〈
受
け
と
め
て
い
る
が
、
一
九
六
五
年
以
後
、
第
三
世

代
の
新
し
い
傾
向
が
出
現
し
た
。
彼
ら
は
日
本
と
同
様
に
ア
メ
リ
カ
の
科

学
に
よ
り
つ
つ
成
長
す
る
傾
向
が
あ
り
、
以
前
に
も
増
し
て
直
接
に
ド
イ

ツ
に
向
わ
ず
、
ド
イ
ツ
思
想
に
ふ
れ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
学
者
を
通
し
て

で
あ
る
。
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
で
も
ア
メ
リ
カ
を
介
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
知
る

似
向
は
あ
る
よ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
l
パ
ー
を
受
け

と
め
る
フ
ラ

γ

ス
の
第
三
世
代
は
、
ヴ
ェ
l

パ
l

に
ま
と
も
に
取
組
も
う

と
せ
ず
に
先
を
急
ぐ
よ
う
だ
が
、
ド
イ
ツ
に
深
い
素
養
を
も
っ
例
外
者
が

(
ロ
)

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
シ
ュ
ヲ
l

は
フ
ロ
イ

γ
ト
の
ス
ト
ラ
久
プ
ー
ル

と
パ
リ
に
学
び
、
現
在
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
学
ア
ル
シ
ヴ
」
の
編
集
陣
に

師
の
ア
ロ
ン
と
そ
の
系
譜
の
銀
頭
〆
γ
ピ
エ
l

ル
と
共
に
名
を
連
ね
て
い

る
。
彼
の
「
資
本
主
義
の
起
源
」
は
ヴ
z
l

バ
l

の
「
古
代
文
化
没
落
の

社
会
的
基
礎
」
を
下
敷
に
し
て
お
り
、
日
本
の
部
分
に
つ
い
て
は
民
大
の

速
水
融
の
英
洋
論
文
を
使
っ
て
い
る
。
同
じ
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の
新
教
幅
広

ラ
フ
ァ
エ
ル
は
ユ
ダ
ヤ
人
ら
し
い
テ

1
7

を
思
弁
、
実
証
、
宗
教
、
芸
術

か
ら
経
済
に
亘
っ
て
多
・
河
的
に
研
究
し
て
い
る
が
、
基
本
は
ヴ
ェl
パ
ー

の
ユ
ダ
ヤ
論
を
め
ぐ
る
二
つ
の
博
士
論
文
に
あ
る
。
そ
の
ユ
ダ
ヤ
教
キ

p
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ス
ト
教
連
携
連
動
家
が
若
い
わ
り
に
多
産
な
原
因
の
一
・
つ
は
図
書
館
研
究

室
へ
の
勤
勉
な
日
参
と
、
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
た
規
則
的
な
作
業
に
あ
る

よ
う
だ
。
ア
ル
ザ
ス
と
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
に
は
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
く

経
済
的
勢
力
も
強
く
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
研
究
の
宝
庫
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

は
フ
ラ
ン
九
や
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
半
ば
限
界
内
城
、
半
ば
限
界
外
域
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
中
間
地
域
で
あ
る
以
上
に
自
力
自
立
の
先
進
地
域
で
も

あ
る
。
ウ
z
l
パ
l
自
身
も
此
処
に
生
活
見
聞
し
、
フ
ラ
γ
ス
革
命
へ
の

参
与
が
彼
等
の
国
民
意
識
を
形
成
し
て
い
る
己
と
に
論
及
し
て
い
る
。

<MV

グ
z
l
パ
l
「
倫
理
と
精
神
」
の
中
で
参
照
さ
れ
た
ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
は
ス
ト

ラ
ス
プ
ー
ル
に
お
い
て
一
九
一
八
年
ま
で
は
ド
イ
ツ
の
、
以
後
は
フ
ラ
γ

ス
の
教
授
で
あ
り
、
そ
の
主
著
「
ア
ル
ザ
ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
化
と
フ

ラ
γ
ス
文
化
」
は
、
ヴ
ェ
l

パ
!
も
直
接
手
に
と
っ
て
み
た
大
版
の
美
本

で
あ
り
、
設
官
な
押
絵
の
一
つ
に
は
向
き
合
っ
た
ゲ
l

テ
と
グ
ォ
ル
テ
ー

ル
の
絵
が
放
っ
て
い
る
。
理
解
社
会
学
的
研
先
対
象
と
し
て
も
多
く
の
素

材
を
合
む
ア
ル
ザ
ス
の
地
域
研
究
は
別
棟
図
書
館
と
研
究
所
と
講
座
に
お

い
て
ま
す
ま
す
雌
況
で
あ
る
。

〔
何
日
)

ヴ
ェ

l

パ
l

の
著
作
の
フ
ラ
ン
λ
語
訳
は
、
一
九
五
九
年
の
「
学
問
」

と
「
政
治
」
の
フ
ロ
イ
ン
ト
に
よ
る
合
本
訳
以
来
七
点
ほ
ど
あ
る
が
、
六

点
ま
で
彼
の
閃
与
に
よ
り
、
内
五
市
川
は
彼
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の
系
列
の

手
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
ベ
ス
ナ

l

ル
に
よ
る
「
『
倫
理
と
精

神
』
論
争
史
」
の
編
集
で
位
芥
か
ら
取
り
集
め
ら
れ
九
十
七
論
文
の
中
、

フ
ラ
ン
ス
語
凶
で
は
フ
ロ
イ
ン
ト
、
そ
し
て
ジ
ュ
ネ
l

ヴ
の
サ
ユ
l

ス
、

(
凶
)

ピ
エ
ラ
l
と
リ
ュ
テ
ィ
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
聞
の
ヴ
ェ
l
パ
l
研
宛
と

し
て
は
リ
ュ
テ
ィ
と
第
三
世
代
の
一
人
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ヴ
ェ
ヨ
ン
ベ

ー
ル
の
長
網
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ラγ
ス
に
根
強
い
批
判
の
一
つ

は
、
「
倫
理
と
精
神
」
論
文
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
妥
当
性
を
認
め
る
に

し
て
も
、
そ
れ
以
上
の
フ
ラ
γ
ス
へ
の
一
般
化
的
適
用
に
妥
当
性
を
認
め

な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
ユ
グ
ノ
l

銀
行
家
論
が
使
わ
れ
て

い
る
。

わ
れ
わ
れ
な
り
に
ド
イ
ツ
思
想
の
導
入
と
展
開
を
願
る
と
哲
学
に
お
け

る
現
象
学
の
受
容
と
発
展
が
一
方
の
主
流
を
な
し
て
い
る
。
社
会
認
識
に

お
け
る
現
象
学
の
応
用
も
有
力
と
な
っ
た
。
歴
史
認
識
に
と
っ
て
現
象
学

は
一
ま
ず
有
効
で
あ
る
が
、
分
析
主
義
と
同
様
そ
の
先
は
危
い
。
他
方
、

デ
ィ
ル
タ
イ
、
ヴ
ェ

l

パ
1

の
理
解
科
学
の
羽
入
は
遅
く
主
流
で
は
な
い

(
同
】

が
着
実
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
や
む
を
え
ざ
る
相
対
主
義
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
踏
み
出
す
の
を
潔
し
と
し
な
い
人
も
常
に
立
反
っ
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
標
点
な
の
で
あ
る
。

一
一
一
つ
の
喋
は
目
下
競
演
中
で
あ
る
が
、
一
九
六
七
年
の
「
社
会
学
的

思
考
の
流
れ
」
な
ど
で
ア
ロ
ソ
の
深
い
底
も
露
わ
に
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

第
三
世
代
は
ま
だ
経
過
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。
最
も
力
に
あ
ふ
れ
で
い

る
第
二
世
代
は
仲
々
透
明
で
な
い
だ
け
に
魅
力
が
あ
る
が
、
し
か
し
グ
Z

I

パ
l

に
関
わ
っ
た
人
々
の
中
で
理
解
科
学
の
意
味
と
方
法
に
献
身
す
る

者
は
余
り
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ア
ロ
ン
に
続
く
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の

二
教
授
の
一
人
で
あ
る
フ
ロ
イ
ソ
ト
は
自
信
を
も
っ
て
断
言
す
る
。
「
ア

ロ

γ
と
ギ
a

ス
ド
ル
フ
、
そ
し
て
私
以
外
に
〈
ヴ
ェ
l

パ
l

の
価
値
凶
係

説
を
捜
し
た
〉
リ
ッ
カ
ー
ト
の
『
限
界
』
を
読
み
込
ん
だ
者
が
い
る
だ

ろ
う
か
」
。
そ
し
て
こ
の
二
教
授
は
各
自
の
人
文
科
学
理
論
史
の
中
で
互

(
幻
)

に
言
及
し
合
っ
て
い
る
。
ヴ
ァ
l

パ
!
と
の
関
わ
り
方
は
多
様
で
自
由
だ



海外研究動向

が
、
む
し
よ
り
.
深
い
川
わ
り
を
則
侍
す
る
な
ら
ば
理
解
理
論
と
晩
年
の
定

式
ι
此
か
た
げ
れ
は
た
ら
な
い
だ
ろ
う

3

こ
れ
に
つ
い
て
、
他
の
方
面
に

も
業
組
合
併
げ
な
・
か
ら
、
悦
准
し
て
い
る
人h
.か
い
る
。
以
下
そ
の
片
鱗

を
紹
介
し
よ
う
。

こ
こ
に
「
山
一
利
な
主
科
学
|
|
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
大
学
歴
史
学
教
授
の

山
子
台
め
ぐ
る
命
令
(
ゲ
ェ
l

パ
l

の
側
他
自
由
説
へ
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ

(
匁
)

ナ
ど
と
川
叫
す
ゐ
一
純
文
が
市

i

大
学
の
一
九
七
三
年
の
研
究
誌
に
あ
る
。
こ

れ
は
川
年
の

1

人
文
川
学
の
ι
仙
川
崎
ん
叫
し
、
一
九
七
七
年
の
諭
文
「
川
値
白

山
」
、
一
九
七
八
年
の
「
解
明
」
含
め
ぐ
る
学
会
報
告
論
文
と
統
く
フ
ロ

イ
ン
ト
の
本
的
的
な
刀
法
人
川
研
究
の
系
列
の
前
文
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ

ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ

l

ヌ
人
な
ら
で
は
の
取
扱
い
が

み
ら
れ
る
点
で
一
け
ん
の
川
純
が
あ
ろ
う
。
論
文
の
口
火
は
明
快
に
き
ら
れ

る
。
(
以
ド
の
附
り
な
い
「
」
は
こ
の
長
く
な
い
論
文
の
も
の
で
あ
る
〉
。

「
価
値
白
山
説
は
ヴ
ェ
1

パ
!
の
天
才
的
直
観
の
突
然
の
所
産
と
い
う
よ

り
む
、
そ
の
時
代
の
大
学
合
ゆ
り
動
か
し
た
難
題
に
つ
い
て
の
長
い
考
察

の
所
産
で
あ
る
」
。
問
問
は
「
社
会
主
義
沓
の
教
授
候
補
に
対
す
る
大
学
人

の
敵
意
」
と
「
郡
山
社
会
主
義
、
自
然
主
義
、
歴
史
主
義
、
心
理
主
義
」

と
の
論
争
に
あ
る
。
論
文
は
し
か
し
彼
の
長
い
論
争
史
の
最
も
目
立
た
ぬ

部
分
に
鋭
く
突
き
入
る
。
大
病
の
た
め
ヴ
ェ
l

パ
ー
が
関
与
し
た
と
い
う

事
実
が
全
く
み
ら
れ
な
い
犯
白
期
に
、
突
は
側
値
自
由
説
成
立
の
現
実
的

(
剖
)

前
山
ん
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
レ
ソ
タl
ノ
と
老
モ
ム
ゼ
ン
の
無
前
提
科
学

論
に
よ
る
ス
ト
ラ
ス

9

ア
ー
ル
大
学
事
件
介
入
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
、
地

元
の
似
の
事
件
像
は
こ
う
で
あ
る
。

「
こ
の
大
学
は
、
二
ハ
一
二
年
創
立
以
来
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
以
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外
の
学
部
も
教
授
仰
の
大
方
が
こ
の
宗
旨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
プ
ロ

テ
ス
タ

γ

テ
イ
ズ
ム
の
聖
域
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
(
以
下
契
約
す
る
〉

ド
イ
ツ
へ
の
併
合
に
よ
り
一
八
七
二
年
に
こ
の
大
学
は
注
目
す
べ
き
ド
イ

ツ
人
教
授
陣
(
ア
ル
ト
ホ
フ
は
そ
の
一
人
で
あ
る
〉
を
供
給
さ
れ
再
開
さ

れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
模
し
て
開
設
し
た
ロl
ゲ
ン
パ
ッ
ハ
は
当
初
ピ

ス
マ
ル
ク
の
助
言
で
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
創
設
を
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ

は
文
化
闘
争
の
開
始
と
ド
イ
ツ
の
神
学
部
教
授
団
に
よ
る
教
皇
不
謬
の
教

義
否
認
と
十
日
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
運
動
の
た
め
に
と
り
止
め
に
な
っ
た
ロ
一
九

O
O
年
頃
も
な
お
ア
ル
ザ
ス
人
の
フ
ラ
γ

ス
へ
の
強
い
愛
着
の
た
め
に
ア

ル
ザ
ス
の
多
数
派
カ
ト
リ
ッ
ク
の
限
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
支
配
す

る
こ
の
大
学
は
官
吏
の
後
押
し
に
よ
る
ア
ル
ザ
ス
の
ド
イ
ツ
化
と
映
り
、

反
ド
イ
ツ
・
ア
ジ
テ
l

シ
ョ

γ

の
一
助
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン

に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
地
方
の
征
服
と
併
合
は
、
プ
レ
ス
ラ
ウ
大
学
や
ポ
ン

大
学
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
存
続
保
証
の
妥
協
策
を
必
要
と
し
た
。
幾

つ
か
の
教
授
ポ
ス
ト
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
指
定
席
と
し
て
確
保
し
、
他
は
自

ず
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
占
め
る
に
任
せ
た
。
次
に
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
大

学
の
場
合
だ
が
ア
ル
ザ
ス
の
対
ド
イ
ツ
世
論
の
好
転
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

前
ア
ル
ザ
λ
・
ロ
レ

l

ヌ
総
督
の
ホ
l

ェ
γ
ロ
l

ネ
首
相
は
ド
イ
ツ
カ
ト

リ
ッ
ク
の
指
導
者
ヘ
ル
ト
リ
ン
グ
教
授
を
仲
介
に
国
家
と
教
会
の
分
離
法

を
連
動
さ
せ
て
教
皇
庁
と
の
交
渉
を
進
め
た
。
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
処

遇
改
善
と
こ
の
大
学
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
創
設
は
、
哲
学
、
歴
史
、
ヵ
ノ

γ
法
を
内
々
に
例
の
指
定
席
と
す
る
代
り
に
、
同
神
学
部
教
授
指
名
に
つ

い
て
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
司
教
の
参
与
権
を
拒
否
し
た
。
一
八
九
八
年
か

ら
の
交
渉
は
一
九
O
O
年
の
条
約
履
行
開
始
を
経
て
、
一
九O
二
年
調
印
、
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一
九O
三
年
同
学
部
開
設
の
運
び
と
な
っ
た
。
し
か
し
同
学
部
に
お
い
て

司
教
の
影
響
外
で
若
い
聖
職
者
が
教
育
さ
れ
る
こ
と
は
ア
ル
ザ
ス
の
聖
職

者
の
敵
意
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
一
方
で
は
反
ド
イ
ツ
の

抵
抗
運
動
組
織
を
破
壊
す
る
政
治
的
効
果
も
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
首
相
は

ア
ル
ト
ホ
フ
と
組
ん
で
い
た
ロ
カ
ノ
γ

法
と
哲
学
は
問
題
な
く
施
行
さ
れ

門
市
白
)

た
。
自
分
の
後
任
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ボ
イ
ム
カ
ー
を
提
案
し
た
グ
ィ
γ
デ

ル
パ
γ

ド
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
内
秘
条
件
は
、
ポ
イ
ム
カ
ー
が
ス
ト
ラ
ス

プ
ー
ル
か
ら
ミ
ュ
γ

ヘ
ン
に
よ
ば
れ
て
ジ
ム
メ
ル
と
代
っ
た
一
九
一
二
年

に
初
め
て
ラ
ソ
ト
議
会
で
ア
ル
ザ
ス
人
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
政
府
は
カ
ト
リ
ッ
ク
も
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
学
者
と
し
て
対
等
に

処
遇
せ
よ
と
つ
め
寄
ら
れ
た
。
し
か
し
歴
史
学
で
は
最
初
か
ら
争
い
を
ま

円
お
)

き
起
し
た
。
一
九
O
一
年
、
歴
史
学
正
教
授
フ
ア
レ
γ

ト
ラ
ッ
プ
の
後
任

円
幻V

に
学
部
は
マ
イ
ネ
ッ
ケ
を
、
問
題
外
の
補
欠
と
し
て
の
シ
ュ
パ

γ
と
共
に

提
案
し
た
が
、
政
府
は
ボ

γ
大
学
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
も
と
い
う
理円m

v

由
で
ポ
ス
ト
を
地
設
し
、
二
人
と
も
任
用
し
た
。
前
任
教
授
プ
レ
ス
ラ
ウ

と
合
わ
せ
て
近
代
史
は
三
教
授
と
な
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ュ
パ
ン
は
中

央
党
の
有
力
者
の
息
子
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ウ
ル
ト
ラ
モ
γ
タ
ニ
ス
ム

と
対
決
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
で
知
ら
れ
て
お
り
、
旗
色
鮮
明
の
た
め
何

か
に
つ
け
抵
抗
を
交
け
て
い
た
。
教
授
就
任
後
た
だ
ち
に
ス
ト
ラ
ス
プ
ー

ル
の
中
央
党
支
部
を
創
設
し
て
い
る
。
学
部
に
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
自
由

な
学
問
と
は
相
容
れ
な
い
と
す
る
け
ル
解
も
あ
り
、
強
引
な
政
府
に
対
抗
し

て
遂
に
は
皇
帝
へ
の
直
訴
に
出
た
。
こ
れ
に
対
す
る
十
一
月
十
七
日
の
皇

帝
の
返
電
に
は
シ
ュ
パ
ン
任
川
を
裁
可
し
、
ア
ル
ザ
マ
ハ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
同
格
化
を
喜
ぶ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
」
。
以
上
が
シ

ュ
パ
γ
事
件
で
あ
る
。
十
一
月
十
五
日
の
そ
ム
ゼ
γ
声
明
「
大
学
説
義
と

信
教
」
に
始
ま
る
無
前
提
論
争
に
つ
い
て
の
典
拠
は
一
般
的
な
ド
イ
ツ
文

献
に
よ
っ
て
い
る
が
、
此
処
で
は
論
争
の
全
過
程
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る

こ
と
に
す
る
。
こ
の
種
の
文
献
の
中
で
宜
要
な
の
は
、
事
件
と
無
前
提
科

(
犯
〉

学
論
の
双
方
を
専
ら
取
扱
っ
た
ロ
九
マ
ン
の
「
科
学
と
倫
理
と
政
治
」
で

あ
る
。
フ
ロ
イ

γ

ト
の
は
事
件
の
資
料
と
し
て
の
み
傘
照
す
る
が
、
わ
れ

わ
れ
は
ど
う
し
て
も
ロ
ス
マ
γ

の
詳
し
い
科
学
(
無
〉
前
提
諭
を
通
ら
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
論
文
の
注
意
に
よ
れ
ば
、
金
大
学
か
ら
の
署
名

を
集
め
る
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
の
モ
ム
ゼ
ン
を
動
か
し
た
の
は
、
同
じ
「
研

究
無
前
提
」
の
論
拠
と
発
表
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
用
意
し
た
ミ
ュ
γ
へ
γ
の
プ

レ
γ
タ
l

ノ
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
流
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
カ
ト
リ
ッ
ク
指

定
席
制
に
対
し
立
ち
上
り
、
皇
帝
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
科
学
論
を
前
面

に
出
し
た
の
で
あ
る
。
モ
ム
ゼ

γ

の
論
文
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
る
の

(
初
〉

で
、
「
研
究
と
知
織
は
多
数
の
前
提
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
立

場
か
ら
反
対
の
声
明
を
出
し
た
ヘ
ル
ト
リ
γ
P

の
見
解
を
み
よ
う
。
「
事

実
確
定
の
取
扱
い
で
は
わ
れ
わ
れ
(
カ
ト
リ
ッ
ク
)
に
も
科
学
の
法
則
が
規

準
と
な
る
。
設
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
化
学
者
の
代
り
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の

化
学
者
を
招
勝
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
哲
学
者
と
歴
史
学

者
に
あ
っ
て
は
、
事
実
確
定
だ
け
で
な
く
研
究
者
と
教
育
者
の
人
格
が
問

題
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
人
格
に
最
も
本
質
的
な
も
の
は
そ
の
者
の

世
界
鋭
、
宗
教
的
問
題
の
立
場
で
あ
る
」
。
フ
ロ
イγ
ト
の
引
用
は
こ
こ
ま

で
で
あ
る
が
、
ヘ
ル
ト
リ
ン
ク
は
歴
史
学
な
ど
の
学
科
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の

見
解
が
存
在
し
、
そ
の
学
者
が
こ
の
世
界
観
に
信
念
を
も
っ
て
学
者
の
仕

(
れ
)

事
を
遂
行
す
る
こ
と
こ
そ
大
学
の
品
位
に
か
な
う
、
と
統
け
て
い
る
。
し
か
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し
そ
れ
な
ら
ば
社
会
主
義
温
も
同
様
の
確
信
と
論
法
を
も
っ
て
立
場
開
の

税
災
闘
争
を
以
山
す
る
で
あ
ろ
う

3

さ
ら
に
ギ
|
ル
ケ
の
よ
う
に
す
べ
て(

認
)

の
信
教
主
義
と
神
学
を
科
学
と
大
学
の
外
に
置
く
べ
き
だ
と
考
え
る
見
解

な
ど
を
加
え
た
議
論
の
鈴
綜
の
渦
を
「
直
般
に
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
が

ヴ
ェ
l
パ
1

の
前
川
町
の
し
っ
か
り
し
た
概
会
で
あ
っ
た
」
。
「
彼
は
声
明
へ

の
署
名
を
求
め
た
お
状
に
触
れ
た
管
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
「
論

争
の
殆
ど
終
っ
た
引
に
取
組
み
は
じ
め
た
認
識
論
研
究
」
の
中
で
「
ほ
の

め
か
し
ゃ
言
及
を
行
っ
た
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
「
生
涯
論
じ
て
止
ま

な
か
っ
た
」
の
で
あ
る

ω

こ
の
よ
う
に
こ
の
論
文
が
、
「
こ
の
論
争
は
そ

れ
以
降
の
す
べ
て
の
方
法
論
争
の
背
品
川
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
は

示
唆
的
で
あ
る
。
私
は
グ
ェ
l

パ
l

思
想
の
決
定
的
な
形
成
を
彼
の
前
期

と
後
期
の
中
間
に
認
め
よ
う
と
す
る
古
く
し
て
新
し
い
見
地
に
立
っ
て
こ

の
問
題
を
調
べ
た
が
、
思
い
を
新
た
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
新
生
の

【
ね
)

板
拠
を
探
り
つ
つ
マ
リ
ア
ン
ネ
に
よ
る
空
白
期
の
情
況
を
読
む
と
、
ス
ト

ラ
ス
プ
ー
ル
事
件
と
無
前
拠
論
争
と
全
く
何
時
期
に
、
ヴ
ェ
l
パ
l
は
不

先
全
な
が
ら
神
経
症
の
回
復
と
共
に
三
ノ
霊
十
来
は
じ
め
て
の
本
格
的
読
書

を
猛
烈
な
勢
で
始
め
た
と
い
う
。
声
明
合
戦
を
直
接
に
注
視
す
る
条
件
は

充
分
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
九
O
一
年
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
の
冬
に

ロ
l

マ
で
ジ
ム
メ
ル
、
ル
ソ

l

、
ヴ
ォ
ル
テ
l

ル
、
モ
γ
テ
ス
キ
ュ
ー
、

テ
l

ヌ
な
ど
を
統
一
み
ふ
け
り
、
四
月
に
フ
ィ
レ
γ
ツz
で
ロ
ッ
カ
ー
ト
の

「
限
界
」
を
読
み
切
っ
て
か
ら
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
自
宅
で
方
法
論
文

の
執
筆
、
つ
い
で
三
年
に
「
倫
理
と
精
神
」
論
文
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
。

雑
多
な
説
帝
国
は
こ
の
二
領
域
の
仕
功
の
共
通
の
意
識
的
な
伏
線
で
あ
る
こ

と
は
誰
の
自
に
も
明
ん
か
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
彼
・
の
最
終
的
な
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定
式
の
一
つ
で
あ
る
股
史
認
識
の
構
造
を
テ
l

ヌ
に
も
読
み
込
ん
だ
こ
と

(
U
H
V
 

で
あ
る
。
こ
の
穐
の
彼
に
と
っ
て
最
終
的
に
重
要
な
認
定
式
が
一
般
の
人

々
に
こ
な
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ハ
お
)

社
会
学
ア
ル
シ
ヴ
」
の
一
論
文
の
整
理
が
示
す
よ
う
に
、
価
値
自
由
説
の

形
成
時
期
の
確
定
は
、
初
期
説
か
ら
社
会
政
策
学
会
に
合
わ
せ
た
一
九O

九
年
説
、
十
三
年
説
な
ど
が
揃
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
或
る
理
論
の

研
究
に
と
っ
て
、
そ
の
理
論
の
発
生
し
た
社
会
史
の
研
究
が
よ
り
優
れ
た

意
味
を
も
つ
の
は
、
山
口
の
理
論
の
内
容
構
成
に
社
会
的
制
約
の
怠
識
が
刻

印
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
観
念
の
発
動
と
か
適
用
、

操
作
な
ど
の
状
況
的
考
祭
は
、
そ
の
原
観
点
を
解
明
す
る
場
合
と
、
し
な

い
場
合
が
あ
る
。
グ
ェ
l
バ
l
は
自
分
の
社
会
的
空
白
の
時
期
に
ド
イ
ツ

思
想
家
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
ま
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
家
へ
と
脱
皮

飛
隠
し
た
。
こ
の
半
身
的
脱
皮
、
中
途
半
端
の
飛
躍
は
、
そ
の
成
功
と
失

敗
を
自
己
の
社
会
的
空
白
性
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
史
的
な

内
容
の
刻
印
が
あ
る
と
は
説
明
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
フ
ロ
イ
ン

ト
の
論
文
に
立
戻
る
が
、
モ
ム
ゼ
ン
と
の
対
比
を
含
め
て
科
学
の
諸
前
提

(
お
)

と
価
値
闘
係
を
軌
と
し
た
価
値
自
由
論
に
つ
い
て
の
丁
寧
な
模
範
解
答
の

部
分
は
立
派
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
こ
の
綿
密
な
グ
ェ
l

パ
l

理
解
の
上

で
一
歩
踏
み
出
し
た
部
分
が
あ
る
。
一
つ
は
科
学
と
大
学
に
つ
い
て
の
見

解
で
あ
る
。
彼
は
、
不
可
避
的
に
介
入
す
る
側
値
を
生
か
し
た
ま
ま
方
法

と
し
て
前
提
項
に
く
く
り
つ
け
て
中
立
化
す
る
科
学
構
造
と
い
う
構
想
か

ら
生
れ
て
く
る
の
が
、
そ
の
よ
う
な
価
値
の
前
提
の
保
証
さ
れ
た
中
立
の

場
と
し
て
の
自
由
な
大
学
の
構
想
で
あ
る
と
見
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
こ
む
保
証
、
つ
ま
り
大
学
の
前
提
を
与
え
る
も
の
は
大
学
内
外
の
権
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人
J
恥
t
e
力
関
係
、
と
く
に
外
部
の
政
治
権
力
の
大
学
観
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

J
-
A
r
t
.

，
む
う
一
つ
あ
る
。
「
モ
ム
ゼ
γ
が
別
格
と
し
た
神
学
に
立
向
っ
た
グ
z
l

メ
ー
は
:
・
・
:
巧
妙
に
科
学
と
し
て
の
神
学
を
提
起
」
し
た
が
、
「
科
学
的

精
神
と
直
接
反
発
す
る
前
提
の
上
に
存
立
」
さ
せ
る
点
で
や
は
り
別
格
の

取
扱
い
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ン
ト
の
グ
ェ
l

パ
l

批
判
は
こ
こ
を
突
く
。
「
啓

示
の
信
仰
者
に
:
・
:
・
知
性
の
犠
牲
を
言
う
く
せ
に
、
社
会
の
究
極
的
な
目

的
を
専
ら
信
仰
す
る
無
政
府
主
義
者
や
社
会
主
義
者
に
」
そ
れ
を
一
百
わ
な

い
の
は
何
故
か
。
何
事
か
を
「
信
仰
す
る
者
が
客
観
的
で
確
か
な
信
念
か

ら
出
発
し
て
他
の
分
野
を
明
ら
か
に
し
う
る
こ
と
を
(
無
政
府
主
義
者
の

ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
の
よ
う
に
)
グ
ェ

l

バ
l

は
苦
も
な
く
認
め
た
。
だ

が
そ
れ
で
は
な
ぜ
信
仰
は
知
性
の
犠
牲
を
要
求
す
る
と
言
い
出
し
た
の

か
」
。
「
な
ぜ
宗
教
的
信
仰
は
社
会
主
義
者
の
そ
れ
の
よ
う
な
主
観
的
観
点

の
一
つ
と
し
て
、
省
祭
の
一
決
因
で
あ
る
だ
け
で
な
く
科
学
の
発
展
の
要
因

で
あ
り
う
る
こ
と
を
(
判
例
代
に
お
い
て
)
認
め
な
い
の
か
」
。
こ
の
鋭
い

内
在
的
な
川
い
は
、
問
わ
れ
る
者
と
問
う
者
の
位
置
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
川
う
者
の
立
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
に
フ
ラ
γ

ス
の

段
近
の
岱
辿
な
モ
〆
ニ
ゼ
イ
シ
ョ
γ

に
対
し
、
崩
れ
か
け
て
ゆ
く
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
様
式
の
小
に
か
な
り
の
約
神
的
抵
抗
力
が
あ
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
い

く
し
、
ま
た
川
わ
れ
る
者
の
主
知
主
義
と
相
対
主
義
の
問
題
に
も
関
わ
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
も
冒
.
取
に
置
い
た
定
式
を
考
え
て
み
よ

静
内
ノ
。

エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
と
聴
い
て
、
グ
ェ
l

パ
l

晩
年
の
ゼ

ミ
ナ
リ
ユ
ト
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
想
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
当
っ
て
い
る
。
行
動
と
勉
強
を
共
に
し
た
親
友
を
銃
殺
さ
れ
、
自
ら

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
、

も
投
獄
二
年
間-
-
Yジ
γ
と
詩
作
し
か
口
に
し
な
か
っ
た
レ
ジ
ス
タ
シ
ス

円M
M
V

青
年
フ
ロ
イ
γ
ト
は
、
主
著
「
政
治
の
本
質
」
の
序
言
に
、
彼
が
ア
ロγ

と
共
に
プ
レ
テ
γ
ベ
ル
グ
の
ジ
ュ
ミ
ッ
ト
に
研
究
指
導
を
受
け
、
そ
れ
は

美
し
い
日
々
で
あ
っ
た
、
と
記
し
た
。
応
じ
た
シ
ナ
、
、
ッ
ト
は
「
第
二
政

治
神
学
」
に
「
フ
ロ
イ
γ
ト
は
私
の
友
と
敵
(
フ
ロ
イ
γ
ト
・
ウ

γ
ト
・

フ
ァ
イ
ン
ト
)
の
区
別
を
タ
リ
テ
リ
ウ
ム
と
し
て
は
使
用
せ
ず
、
体
系
的
構

造
を
も
っ
政
治
理
論
の
本
質
的
諮
前
提
と
み
ら
れ
る
一
一
一
つ
の
対
概
念
(
命

令
と
服
従
、
私
と
公
、
友
と
敵
〉
の
一
つ
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
私
の
論
文
『
政
治
思
想
家
と
し
て
の
ク
ラ
ウ
ゼ
グ
ィ
ッ
ツ
』

(
犯
〉

を
見
よ
」
と
記
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
シ
ト
の
敵
で
あ
っ
た
第
三
帝
国
と
シ

?
ミ
ッ
ト
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
政
治
と
人
聞
は
二
十
世
紀
の
核
心

を
つ
く
深
刻
な
認
識
と
同
一
視
さ
れ
え
な
い
と
い
う
型
通
り
の
見
解
と
共

に
、
そ
れ
以
上
の
内
面
的
紐
帯
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
入

る
の
を
控
え
る
。
い
ま
だ
に
頭
脳
に
く
も
り
を
み
せ
な
い
と
い
う
シ
ュ
ミ

ッ
ト
の
九
O
才
記
念
論
文
集
と
学
者
の
会
合
が
来
る
七
月
に
予
定
さ
れ
て

お
り
、
彼
は
ア
ロ
γ
と
共
に
参
加
す
る
。
先
頃
「
ハ
パl
マ
ス
は
あ
な
た

を
グ
z
l

バ
l

の
私
生
児
と
評
し
た
が
」
と
水
を
向
け
た
と
こ
ろ
、
シ
品

ミ
ッ
ト
は
即
座
に
答
え
た
そ
う
で
あ
る
。
岡
山
g

凹
b
円
切
]
叩E
Z
g
p
E

S
Z

『
即
日
骨
巧

m
g
F
日
即
日
こ
ぎ
皆
己

E
Z
E

叩
ミ
g

同
自
E

・
曲
目O
R

P
Z
V
H
E
m
m
E
国
民
〉
。
「
勿
論
だ
と
も
、
い
か
に
も
私
は
グ
z
l

バ
1

の
私

生
児
。
だ
が
愛
児
た
る
私
生
児
だ
」
。
こ
の
話
は
そ
の
場
で
笑
い
飛
ば
さ

れ
た
が
、
ハ
パ
l

マ
ス
な
ど
の
問
題
提
起
は
長
年
の
論
議
の
一
部
を
な
し

て
い
て
有
意
義
で
あ
る
。
粗
い
表
現
で
一
-
一
目
す
れ
ば
、
シ
ナ
ミ
ッ
ト
的
視

角
は
指
導
部
の
有
効
な
政
治
的
決
定
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
ゲ
ァ
ー
バ

l
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の
川
仙
尖
吋
叫
川
州
の
部
分
を
り
ら
の
閃
心
事
と
す
る
。
従
っ
て
か
れ
ら
の
限
は
、

ア
メ
リ
カ
亡
命
飢
の
研
究
朽
の
多
く
が
ヴ
ェl
パ
l

の
民
主
・4
義
と
議
会

主
殺
の
削
分
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歪
め
た
こ
と
を
見
逃
さ
な
い

と
川
時
に
、
た
と
え
ば
筑
者
が
社
会
学
的
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
!
と
中
間
的

社
会
出
此
の
出
分
合
州
出
し
て
も
関
心
を
示
さ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ヴ

ェ
l

パ
!
の
法
の
日
己
辿
励
論
を
法
の
政
治
表
現
論
で
乗
り
越
え
る
の
も

同
じ
い
さ
か
た
で
あ
る
。
さ
て
、
推
測
す
る
に
ゴ
ル
ド
マ
ン
に
い
た
る
社

会
山
山
品
に
け
川
決
し
た
フ
ロ
イ
ソ
ト
は
、
ア
ロ
γ
な
ど
と
同
意
見
の
、
し
か

も
は
引
伐
定
式
か
ら
出
発
す
る
。
「
ヴ
ェ
l

バ
i

は
い
か
な
る
政
治
上
の

主
義
に
も
、
奇
跡
を
則
作
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
く
に
人
聞
が
た
え
ず

n

己
を
押
す
決
-
M論
を
自
ら
の
意
志
で
破
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
聞
は
大

ハ
却
)

殺
の
た
め
に
献
身
し
う
る
も
の
だ
と
考
え
た
」
。
だ
が
例
に
も
れ
ず
フ
ロ

(
仙
)

イ
γ
ト
の
力
点
は
側
似
的
プ
ロ
メ
テ
ウ
九
と
の
対
決
、
す
な
わ
ち
一
方
で

は
マ
ル
タ
ス
主
義
、
他
方
で
は
技
術
主
義
と
の
対
決
に
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
ト
タ
ヴ
ィ
ル
論
を
綾
川
で
き
る
と
思
う
が
、
価
値
の
プ
伯
メ
テ
ウ
ス

で
な
い
ヴ
ェ
l

パ
l

は
「
科
学
的
不
可
知
論
の
た
め
に
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
に

(
川
)
ハ

A
M
)

な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
に
な
る
。
彼
は
た
だ
「
知
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」
で

あ
っ
た
。
悲
劇
の
迎
命
に
迫
っ
て
ゆ
く
認
識
に
ど
こ
ま
で
耐
え
ら
れ
る
か

と
い
う
例
の
忠
恕
に
は
、
制
値
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
、
熱
気
の
荻
け
た
、
最

則
は
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
耐
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
空
し
さ
の
気

配
が
あ
る
。
流
れ
に
抗
う
白
山
の
理
念
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、
敗
北

に
対
す
る
心
情
え
は
あ
っ
て
も
敗
北
主
義
で
は
な
い
。
こ
の
自
己
主
張
が

一
歩
防
み
込
ん
で
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
保
守
牟

命
の
起
点
が
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
自
ら
一
歩
踏
み
越
え
た
フ
ロ
イ
γ

ト
か
ら
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学
び
つ
つ
再
定
式
化
し
て
、
八
歴
史
の
前
景
と
後
背
に
住
む
プ
ロ
メ
テ
ウ

ス
と
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
の
社
会
的
決
定
論
が
あ
る
。
こ
の
兄
弟
の
聞
の
限
界

領
域
に
あ
っ
て
ヴ
ェ
l

パ
l

は
(
「
昼
を
面
に
、
夜
を
背
に
」
〉
そ
の
よ
う

な
現
在
に
力
を
尽
す
V
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
命
題
の
中
に
彼
を
位
置
づ
け

て
よ
い
。
ゴ
ル
ド
マ
γ
の
定
式
も
こ
の
再
定
式
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
答
で

あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
1

ム
も
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
も
負
の
決
定
論
で
あ
る
。
他
方
、

マ
ル
F

久
、
ル
カ
l

チ
の
他
に
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
「
職
業
と
し
て
の
学

問
」
で
述
べ
ら
れ
た
「
真
の
実
在
」
に
向
う
人
々
で
あ
ろ
う
。
グ
ナl
パ
ー

に
は
関
係
の
な
い
文
献
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
フ
ロ
イ

γ

ト
は
、
歴
史
創
造
の

歴
史
哲
学
に
向
う
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
の
中
に
マ
ル
F

ス
が
見
出
し
た
「
真
の〔ね

)

概
念
を
確
信
し
て
推
進
す
る
人
々
」
を
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
し
て
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
ヴ
の
字
も
出
さ
な
い
立
派
な
ヴ
ェl
パ
1

研
究
で
あ
る
。
ま
た
日

々
の
仕
事
と
い
う
ヴ
ェ
l

バ
l

の
現
在
行
為
主
義
は
、
再
定
式
の
意
味
で
、

一
定
の
相
関
規
定
と
特
殊
な
組
立
構
造
を
も
っ
被
投
と
企
投
の
・
ハ
ラ
ン
ユ

の
上
に
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
兄
弟
各
々
の
行
き
方
を
殺
さ
ず
に
制
御
し
て

自
己
の
意
識
の
中
で
の
結
合
を
は
か
る
。
対
立
異
質
の
結
合
に
は
立
体
的

な
組
立
構
造
が
必
要
で
あ
る
。
八
ヴ
ェl
バ
l

の
最
終
的
な
理
論
の
部
分

か
ら
抽
出
で
き
る
、
一
方
の
定
位
回
ロ
a
m
-
-
g聞
と
他
方
の
方
向
付
け

。
ュ
g
r
E

口
問
の
相
異
な
る
二
項
目
の
組
立
結
構
が
あ
り
、
そ
れ
は
前

後
見
定
め
難
く
流
動
す
る
歴
史
的
社
会
的
運
命
の
波
間
に
割
入
る
人
間
行

為
の
負
荷
構
造
を
解
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
の
相
対
的
な
定
位

方
向
付
け
の
原
形
式
は
、
あ
た
か
も
ア
イγ
シ
ュ
タ
イ

γ
に
と
っ
て
の
例

の
原
器
等
し
い
V
o
こ
の
よ
う
な
私
の
研
究
序
説
報
告
と
、
食
い
下
が

る
議
論
の
中
で
、
プ
ロ
イ
γ
ト
が
「
こ
れ
は
君
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
す
べ
き
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だ
」
と
言
っ
て
助
言
し
て
く
れ
た
の
は
、
先
頃
合
議
で
研
究
テ
l
マ
と
し

円
山
拍
〉

て
設
定
し
て
い
た
「
合
理
化
と
近
代
化
の
ニ
層
連
関
、
と
く
に
背
反
の
相
」

と
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
」
を
掛
け
合
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
「
美
し
い
日
々
」
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
れ
で
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
合
理
化
と
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
近
代
化
の
組

合
せ
か
ら
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
的
合
理
化
と
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
的
近
代
化
の
組
合

せ
に
至
る
四
つ
の
交
互
組
合
せ
の
表
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
表
を
見
な
が
ら

経
済
主
義
で
鳴
ら
す
日
本
を
見
る
と
、
元
来
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
で
あ
っ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
対
照
的
に
、
ど
う
や
ら
依
然
四
つ
自
の
よ
う
で
あ
る

が
、
フ
ロ
イ
ン
ト
の
見
当
に
よ
る
と
こ
の
二
、
三
十
年
で
プ
酌
メ
テ
ウ
ス

に
転
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

の
条
件
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
チ
ャ
ン
ス
、
い
か
な
る
転
化
、
そ
し
て
そ

の
質
の
問
題
を
合
め
て
、
こ
の
思
案
は
一
直
線
に
加
藤
周
一
の
雑
種
論
、

(
H
W
)
 

丸
山
真
男
の
無
構
造
に
向
っ
て
ゆ
〈
。
多
く
の
人
々
の
業
絞
の
独
自
な
成

果
を
評
価
し
つ
つ
、
そ
れ
と
は
別
に
日
本
の
ヴ
ェ
l
パ
l
研
究
の
思
想
的

意
味
を
顧
み
る
と
、
や
は
り
一
つ
の
指
棋
を
丸
山
か
ら
藤
田
の
線
に
と
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
保
革
の
速
い
は
あ
る
が
、
フ
ラ

γ

ス
に
お
け
る
そ
の

発
展
線
を
、
迎
併
科
学
の
研
究
に
打
ち
込
む
ア
ロ
γ
か
ら
フ
ロ
イ

γ

ト
に

み
た
い
の
で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
a

(
1〉
戸
口
円
高
ロ
の
0
5
5
田
口
口
・
・
同
門
S
R
S
h
E

珪

h
H
宮
内
的
ミ
』
v
b
E
h
e
b
R
H
g
M


ロ
O
E
S
-
-
o
E
E
O
H
M
-
。
。
ロ
吾
首
-
H
田
町
田
・
唱
-
企
・
(
清
水
・
川
俣
訳
、
ル

シ
ア
y

・
ゴ
ル
ド
マ
γ

『
人
間
の
科
学
と
制
学
』
岩
波
智
店
、
一
九
五
九
年
、

三
五
ペ
ー
ジ
。
一
字
訳
し
か
え
た
)
。
尚
、
訳
書
に
は
な
い
が
、
=
一
ペ
ー
ジ

に
わ
た
る
新
版
序
言
に
は
、
他
の
学
者
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
2
〉
富
山
内
ロ
旬
自
国
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句
S
.
a
a
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忌
ミ
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司
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M
M
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M
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町
・
M
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E
E
o
p
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g
p
司
・
M
M
・
〈
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訳
、
ジ
ュ
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ア
γ
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ロ
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γ
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マ
ッ
F

ス
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グ
ェ
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パ
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の
社
会
学
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文
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密
房
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文
社
、
一
九
七
七
年
、

一
七
ベ
ー
タ
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若
干
表
現
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え
た
〉
。
こ
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い
。

(
3
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h
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君
、
&
崎
、
・
司
・
H
M由
・
(
小
口
訳

一
一
三
ペ
ー
ジ
〉

〈
川
相
)
倒
的
的
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
い
う
言
葉
は
、
典
拠
な
し
に
こ
こ
で
用
い
る
。

(
“
)
(
いωユ
m
n一5
5

・
同H
E

三
E
E
m

包

~
5
・
旬
、
、
急
益
見
h
S

弘
司
N
S

』u
a
\』
叶
・
】
由
川
5
・
(
只
尼
訳
、
カ
ー
ル
・
シ
?
‘
、
ッ
ト
「
獄
中
記
」
、
『
危
機

の
政
，m
m
泊
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
、
三O
九
ペ
ー
ジ
〉
こ
の

文
脈
か
ら
す
る
と
、
フ
ロ
イ
γ

ト
が
「
グ
ェ
l
バ
l
は
『
神
の
み
が
無
神
論

者
で
あ
る
』
と
い
う
ミ
ゲ
ル
・
デ
・
ウ
ナ
ム
I

ノ
の
逆
説
的
な
美
し
い
こ
と

ば
を
、
恐
ら
く
.
h
Aし
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
ハR
E
o

岡
山ob
・
s
.

小
口

訳
、
二
六
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
時
、
次
々
は
斑
接
的
な
怒
味
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
一
史
に
そ
れ
以
上
の
強
い
主
張
に
引
き
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る
ほ

ど
の
災
現
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

〈
位)
7

ロ
イ
ン
ト
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

(
必
)
』z
-
E
P
E
E
-
r
z
p
h
ミ
a
h

同a
a
s
g

言
苦
言
師
・
司
-
M
0・

ハ
竹
内
-
m一
川
訳
、
阿
九
ペ
ー
ジ)
P
ユ

ω
n
F
5
5・
h
w語
忠
良
な
喜
志
向
干

E
A『R
F

同U
N
W
『
F
ω
-
H
U
M

∞
・
官-
H
D
U・

(
“
〉
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
メ
ル
ロ
・
ポ
γ
テ
ィ
の
理
性
と

情
性
が
、
二
つ
な
が
ら
に
「
弁
証
法
」
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
と
共
に
そ
れ

以
上
の
約
仰
な
定
式
を
停
止
せ
し
め
ら
れ
た
地
点
か
ら
、
前
進
す
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
必
)
フ
ラ
ン
ユ
・
λ
ト
ラ
九
プ
ー
ル
で
の
「
合
理
化
」
と
「
近
代
化
」
は
、
設

々
日
本
の
用
語
法
と
、
逆
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
な
背
景
の

逮
い
に
よ
る
。

(
M刊
)
日
本
が
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
歴
史
構
想
力
は
な
ん
で
あ
っ

た
か
。
こ
の
者

d

祭
に
学
ば
ず
し
て
、
か
つ
て
の
日
本
の
軌
跡
に
つ
い
て
そ
う

な
る
他
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
な
る
他
な
い
と
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。
優
秀
な
政
築
指
導
者
候
補
に
し
て
こ
の
見
解
を
出
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
世
界
資
本
主
義
と
世
界
社
会
主
義
の
世
界
構
想
力
の
中
で

日
本
の
自
立
が
主
客
二
条
件
に
つ
い
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
@
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大
同
と
小
向
の
い
ず
れ
に
も
誤
ま
ら
せ
な
い
確
固
と
し
た
中
規
模
社
会
の
悦

想
力
が
烈
ま
れ
る
。

門
灯u
)
戦
怯
同
民
主
主
義
の
一
つ
の
欠
陥
は
、
市
民
小
児
病
と
も
い
う
べ
き
、
媛
小

性
か
ら
発
す
る
斑
解
力
の
浅
務
皮
相
に
あ
る
。
マ
ス
社
会
の
見
識
力
の
何
た

る
か
は
、
浅
い
思
い
込
み
の
怒
背
山
的
解
釈
装
置
で
歴
史
的
事
件
と
人
聞
を
裁

断
す
る
所
に
災
証
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
山
内
務
総
は
筆
者
に
答
え
て
、

フ
ラ

γ
ス
に
「
行
か
な
か
っ
た
が
よ
く
わ
か
る
」
と
述
べ
た
。
人
の
人
間
理

解
へ
の
研
究
力
を
信
じ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
主
怠
的
な
構

想
力
の
あ
る
人
間
行
為
か
、
誤
解
に
行
手
を
は
ば
ま
れ
る
こ
と
な
く
前
進
す

る
こ
と
こ
そ
製
ま
れ
る
。
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【
編
集
後
記
】

年
報
の
第
二
号
は
、
な
ん
と
か
秋
の
大
会
ま
で
に
出
版
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
三
月
末
を
原
稿
の
締
切
日
に
し
ま
し
た
が
、

多
く
の
執
筆
者
が
こ
の
期
限
を
守
っ
て
い
た
だ
き
、
御
協
力
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ
の
方
針
で
編
集
を
進
め
る
つ
も
り
で
す
。

付
二
号
は
、
創
刊
号
よ
り
か
な
り
原
稿
の
量
が
ふ
え
ま
し
た
の
で
、
全

部
二
段
組
に
し
ま
し
た
。
雑
誌
の
総
ベ
ー
タ
を
二
三
0
ペ
ー
ジ
前
後
に

揃
え
る
た
め
で
す
。

口
今
回
は
、
大
会
の
記
事
が
大
巾
に
ふ
え
て
い
ま
す
。
創
刊
号
で
は
六

0
ペ
ー
ジ
で
し
た
が
、
二
号
で
は
一

0
0
ペ
ー
ジ
を
こ
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
大
会
の
開
催
日
が
創
立
大
会
で
は
一
目
だ
っ
た
の
に
、
第
二
回

大
会
で
は
二
日
に
わ
た
り
、
報
告
の
分
量
が
二
倍
近
く
に
ふ
え
た
た
め

で
す
。
こ
の
二
号
、
が
今
後
の
年
報
の
標
準
に
な
る
は
ず
で
す
。

同
ツ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
原
稿
は
、
前
回
ど
お
り
司
会
者
の
責
任
で
作
成
し

ま
し
た
。

同
公
募
論
文
は
五
人
の
方
か
ら
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
う

ち
編
集
委
民
会
で
四
つ
を
採
用
し
ま
し
た
。
次
回
も
ど
ん
ど
ん
論
文
を

よ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
望
み
ま
す
。
た
だ
し
、
年
報
の
内
容
の
増
大
に

と
も
な
っ
て
、
枚
数
制
限
は
厳
格
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
四
O
O

字
五
O
枚
を
超
過
し
た
ば
あ
い
は
、
編
集
委
員
会
の
判
断
で
縮
少
を
お

ね
が
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

田
研
究
日
開
望
と
し
て
ル
ソ
i

研
究
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
表
紙
の
肖
像

は
、
ル
ソ
ー
で
あ
り
、
袈
表
紙
の
図
柄
は
、
『
子
、
、1
ル
』
初
版
の
扉

絵
で
す
。
ル
ソ
l

の
研
究
は
き
わ
め
て
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
全

，
体
を
展
望
す
る
こ
と
が
至
難
の
業
で
あ
り
、
や
む
を
え
ず
、
個
別
的
研

究
の
書
評
か
、
資
料
ノ
l

ト
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し

た
。

同
今
回
は
書
評
が
少
く
、
全
体
の
パ
ラ
γ

ス
を
失
し
た
き
ら
い
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
依
頼
し
た
原
稿
が
、
執
筆
者
の
御
都
合
で
い
た
だ
け
な

か
っ
た
り
し
た
た
め
で
す
。

伯
論
文
や
書
評
、
研
究
動
向
な
ど
の
執
筆
者
に
は
、
わ
ず
か
で
す
が
原

稿
料
を
お
わ
た
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
論
文
な
ど
の
執

筆
者
に
は
、
今
回
か
ら
抜
刷
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
い
お
い
、

こ
の
穏
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。

刊
本
誌
の
編
集
方
針
は
、
毎
年
秋
の
大
会
の
幹
事
会
で
た
て
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
編
集
に
関
す
る
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
幹
事

又
は
、
事
務
局
ま
で
お
き
か
せ
下
さ
い
。

ハ
平
井
俊
彦
)

B T : f一 喜思想史
天杉 干上九七
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社
会
思
想
史
概
論

高
島
善
哉
・
水
田
洋
・
平
田
清
明
著

文
芸
復
興
か
ら
現
代
ま
で
の
社
会
と
そ
の
社
会
が
生
み

だ
し
た
社
会
思
想
を
跡
づ
け
、
人
聞
の
社
会
的
解
放
と

い
う
課
題
に
迫
る
。
A
5
判
・
四
五
六
頁
エ00
0
円

『
資
本
論
」
の
成
立
山
内

経
済
学
史
学
会
編

A
5

判
・
四
四
八
頁
一
九
O
O
円

最
近
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
資
本
論
の
思
想
史

的
背
景
お
よ
び
そ
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
論
文

集
で
あ
る
。
併
せ
て
当
時
m
書
評
類
を
収
録
し
た
1
e
e

『
国
富
論
』
の
成
立
一
一

経
済
学
史
学
会
編
白
A
5

叩
四
五
六
頁
三
二
0
0
円

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
の
初
版
刊
行
二OO
年
を

記
念
し
て
編
ん
だ
論
文
集
。
ス
ミ
ス
の
学
問
的
系
識
を

-

t

-

w

-

b

‘ 
'-

名
著
翻
ユ
コ
日
叢
書
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