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勁
草
書
房
刊
を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
カ
タ
カ
ナ
表
示
の
人
名
は
原
則
底
本
通
り
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
プ
ラ
ト
ー
ン
・
プ
ラ
ー
ト
ン
・
プ
ラ
ト
ン
」
の
三
通
り
が
あ

り
す
べ
て
を
一
番
多
い
「
プ
ラ
ト
ー
ン
」
に
統
一
し
た
。

・
注
は
底
本
で
は
「
※
」
で
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
＊
」
に
替
え
た
。

・「
事
項
・
人
名
索
引
」
を
省
き
、
思
想
家
一
覧
表
を
横
書
き
か
ら
縦
書
き
に
替
え
、
書
名
を
加
え
た
以
外
は
底
本
通
り
で
あ
る
。

・【
】
及
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
が
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
ル
ビ
は
、
底
本
に
あ
る
も
の
に
い
く
つ
か
追
加
し
た
が
区
別
は
し
な
い
。

・
参
照
文
献
名
で
青
字
斜
体
で
あ
る
も
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
代
用
。
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緒
言―

―
全
面
的
に
書
き
改
め
る
に
際
し
て
―
―

　

社
会
思
想
史
は
―
―
近
来
の
学
問
研
究
の
傾
向
を
背
景
と
し
て
―
―
新
制
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
大
学
の
講
義
題
目
に
登
場

し
て
来
た
科
目
で
あ
る
。

　

従
来
、
社
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
社
会
科
学
は
、
社
会
学
・
経
済
学
・
法
律
学
・
政
治
学
と
い
う
ふ
う
に
別
れ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
角
度
か
ら
そ
の
固
有
の
対
象
を
究
明
し
よ
う
と
努
力
し
て
来
た
。
そ
し
て
そ
の
努
力
が
今
後
も
ま
す
ま
す
盛
ん
に
続
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
対
象
と
方
法
と
を
精
密
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
研
究
は
い

よ
い
よ
進
歩
発
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
経
済

現
象
・
法
律
現
象
・
政
治
現
象
と
い
う
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、

そ
れ
ら
が
生
き
た
現
象
で
あ
る
限
り
、
根
本
に
お
い
て
は
一
つ
に
つ
な
が
っ
た
同
じ
具
体
的
な
社
会
現
象
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
面

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
真
に
生
き
た
具
体
的
な
社
会
的
現
実

は
、
決
し
て
―
―
人
間
か
ら
離
れ
て
―
―
そ
れ
だ
け
が
向
う
側
に
あ
っ
て
ひ
と
り
で
に

0

0

0

0

0

動
い
て
行
く
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
社
会
は
人
間
が
そ
の
中
に
住
む
環
境
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
お
の
ず
か
ら
在
り
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
で
は

な
く
し
て
、
人
間
と
共
に

0

0

0

0

0

生
長
発
展
し
て
行
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
が
人
間
と
共
に
生
長
発
展
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
間
が
環
境
を
つ
く
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
環
境
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
、
つ
く
ら
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
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逆
に
つ
く
り
返
え
さ
れ
、
環
境
は
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
逆
に

人
間
を
つ
く
り
返
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
つ
く
り
つ
つ
つ
く
ら
れ
・
つ
く
ら
れ
つ
つ
つ
く
る
」
相
互
限
定

0

0

0

0

が
、
社
会
と
人
間

と
の
間
に
成
り
立
つ
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
社
会
の
姿
は
人
間
の
姿
で
あ
り
、
人
間
の

姿
は
社
会
の
姿
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
考
察
を
人
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
簡
単
に

ひ
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
在
り
方
を
最
も
よ
く
物
語
る
も
の
が
文
芸
思
想
で
あ
り
哲
学
思
想

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
全
き
意
味
に
お
い
て
の
社
会
思
想
は
文
芸
思
想
・
哲
学
思
想
な
ど
と
も
一
つ
に
と
け
合
っ
た
も
の
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
生
き
た
具
体
的
な
人
間
の
思
想
の
歴
史
を
対
象
と
す
る
限
り
、
基
本
的
に
は

思
想
全
体
の
流
れ

0

0

0

0

0

0

0

を
明
か
に
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
そ
の
研
究
が
進
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
文
学
史
・
哲
学
史
・
社
会

思
想
史
な
ど
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
そ
れ
ぞ
れ
の
重
点
の
お
き
ど
こ
ろ
の
相
異
を
示
す
だ
け
の
も
の
、
と
解
さ
る

べ
き
筈
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
か
よ
う
な
思
想
全
体
の
流
れ
を
一
挙
に
と
ら
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
と
う
て

い
一
個
の
人
間
の
能
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
そ
の
企
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と

を
物
語
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
む
し
ろ
、
多
く
の
人
々
の
綜
合
的
な
協
力
の
目
標
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
方
向
へ
の
努
力
を
示
唆
す
る
「
社
会
思
想
史
」
が
新
学
制
の
講
義
題
目
の
中
に
新
た

に
姿
を
現
わ
し
た
こ
と
は
、
誠
に
意
義
が
深
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

旧
著
を
公
に
し
て
か
ら
、
す
で
に
十
年
以
上
に
な
る
。
そ
の
間
、
わ
が
国
経
済
の
高
度
成
長
は
、
ま
こ
と
に
目
を
見
張
ら
せ

る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
面
、
そ
の
好
調
に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
、
思
想
問
題
が
徹
底
的
に
追
究
さ
れ
な
い
ま
ま
で

放
置
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
殊
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
対
決
す
る
こ
と
な
く
、
或
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は
初
め
か
ら
「
毛
ぎ
ら
い
」
し
て
そ
っ
ぽ
を
向
い
た
り
、
或
は
い
わ
ゆ
る
「
超
越
的
批
判
」
で
事
を
す
ま
せ
た
り
、
或
は
全
く

無
批
判
的
な
「
教
条
化
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
を
、
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
回

の
新
版
で
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
箇
所
を
―
―
あ
え
て
「
思
想
史
」
の
わ
く
を
破
っ
て
―
―
く
わ
し
く
論
述
し
た
の
は
、
右
の
よ
う

な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

拙
著
が
十
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
と
だ
え
る
こ
と
な
く
刊
行
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
、
全
く
望
外
の
光
栄
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
責
任
も
ま
た
軽
く
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
、
こ
こ
に
稿
を
改
め
て
、
一
般
の
要
望
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
六
四
年
春

東
京
・
幡
ヵ
谷
に
て

淡
野
安
太
郎



七

序
論　

自
然
と
社
会

序
論自

然
と
社
会

　

人
間
は
も
と
も
と
社
会
的
存
在
で
あ
る
。「
人
」
と
い
う
文
字
そ
の
も
の
が
、
人
間
と
い
う
も
の
は
ほ
ん
ら
い
一
本
立
ち
で

き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
相
寄
り
相
助
け
合
っ
て
初
め
て
存
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
し
、
ま
た
「
人
」
が

「
人
間
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
人
が
人
と
人
と
の
間

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
の
み
―
―
換
言
す
れ
ば
人
々
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
間
柄
0

0

の
中
に
お
い
て
の
み
―
―
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
人
間

は
も
と
も
と
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
他
面
、
人
間
の
社
会
が
自
然
か
ら
全
く
遊
離
し
て
は
あ
り
得

ず
、
む
し
ろ
つ
ね
に
自
然
を
開
拓
し
つ
つ
そ
れ
を
社
会
の
中
へ
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
生
活
の
内
容
を
無
限
に
豊

か
な
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
社
会
の
中
に
あ
る
と
同
時
に
ま
た
自
然
の
中
に
も
あ
る
、
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
い
や
、
或
る
場
合
に
は
煩
わ
し
い
社
会
か
ら
逃
れ
て
自
然
の
懐
の
中
へ
入
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
救

わ
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
享
受
し
得
る
こ
と
も
、
決
し
て
珍
ら
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。「
人
は
自
然
の
子
で
あ
る
」
と
は
、
す

な
わ
ち
そ
の
実
感
を
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
自
然
の
子
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
事
態
を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
の
子
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
社
会
的

存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

自
然
の
子
が
も
し
単
に
自
然
に

0

0

0

生
ま
れ
る
も
の
に
つ
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
同
時
に
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
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と
は
、
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
自
然
に
生
ま
れ
る
も
の
は
自
然
の
中
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

生
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
実

は
ほ
ん
ら
い
自
然
的
な
も
の
の
部
分
的
変
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
場
合
の
「
生
ま
れ
る
こ
と
」
は

―
―
自
然
の
中
の
一
つ
の
小
さ
な
移
り
変
り
と
し
て
―
―
ひ
っ
き
ょ
う
単
な
る
「
成
る
こ
と
」
の
別
名
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
自
然
の
成
り
行
き

0

0

0

0

に
ま
か
せ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
生
物
体
と
し
て
の
人
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い

て
の
人
間
は
生
ま
れ
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

自
然
の
中
に
埋
没
す
る
生
物
体
と
し
て
の
人
の
ほ
か
に
、
人
間
と
し
て
の
人
が
誕
生
す
る
た
め
に
は
、
人
は
自
然
に

0

0

0

生
ま
れ

る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
自
然
か
ら

0

0

0

0

生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
「
自
然
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
は
、
自
然
か
ら
離
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
或
る
意
味
に
お
い
て
は
自
然
に
背
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
―
―
人
間

の
誕
生
の
際
に
―
―
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

人
類
は
類
人
猿
な
ぜ
と
共
に
、背
椎
【
脊
椎
】
動
物
門
、哺
乳
綱
の
中
の
霊
長
目
に
属
し
て
い
る
。
霊
長
目
に
属
す
る
も
の
は
、

一
般
に
樹
上
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
て
、
上
肢
を
使
っ
て
枝
か
ら
枝
へ
飛
び
歩
く
た
め
に
、
脚
に
く
ら
べ
て
腕
が
発
達
し＊

、
ま

た
体
軸
を
垂
直
の
姿
勢
に
お
く
こ
と
が
多
く
、
休
む
時
に
も
坐
る
傾
向
が
あ
る
。
彼
ら
は
地
上
に
お
り
て
も
、
下
肢
で
垂
直
の

姿
勢
を
保
ち
、
上
肢
で
軽
く
調
子
を
と
り
な
が
ら
歩
行
す
る
。

＊　

脚
を
100
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
腕
は
170
、
ギ
ボ
ン
の
腕
は
162
、
ゴ
リ
ラ
の
腕
は
140
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
腕
は
137
、

そ
し
て
人
間
の
腕
は
88
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
し
得
る
光
景
は
、
或
る
時
期
に
地
球
上
の
ど
こ
か
で
、
樹
上
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
高
等
の

霊
長
目
の
或
る
も
の
が
、
な
に
か
の
事
情
で
樹
上
の
生
活
を
す
て
て
、
次
第
に
地
上
の
生
活
へ
移
っ
て
行
っ
た
有
様
で
あ
る
。
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序
論　

自
然
と
社
会

こ
れ
が
す
な
わ
ち
人
類
へ
の
進
化
を
と
げ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
木
の
枝
に
ぶ
ら
さ
が
る
姿
勢
か
ら
、
直
立
し
て
二
本
足

で
地
上
を
歩
く
姿
勢
に
移
っ
て
行
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
、
人
類
の
誕
生
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
決
定
的
な
転

機
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
直
立
歩
行

0

0

0

0

と
い
う
習
性
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
樹
上
で
枝
を
つ
か
ん
だ
り
ま
た
地
上
を
歩

く
時
に
前
半
身
を
支
え
た
り
す
る
必
要
か
ら
解
放
さ
れ
た
二
本
の
上
肢
と
十
本
の
指
と
は
、
い
よ
い
よ
自
由
に
木
や
石
を
と
り

扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
つ
い
に
こ
れ
ら
に
加
工
し
て
道
具
0

0

と
い
う
も
の
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

道
具
の
発
明
こ
そ
は
、
人
間
を
他
の
動
物
か
ら
は
っ
き
り
ひ
き
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
一
般
に
動
物
の
場
合

に
は
身
体
の
器
官
の
発
達
は
、
遺
伝
と
変
異
と
の
無
数
の
く
り
返
え
し
に
よ
る
の
ほ
か
は
な
い
の
に
反
し
て
、
道
具
の
発
明
に



一
〇

よ
っ
て
、人
間
の
活
動
の
範
囲
が
―
―
遺
伝
や
変
異
と
は
独
立
に
―
―
飛
躍
的
に
拡
大
し
得
る
道
が
ひ
ら
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
さ
ら
に
、
火
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
道
具
だ
け
の
場
合
よ
り
も
、
人
間
が
自
然
に
対
し
て
い
っ
そ
う
強

い
対
抗
力
と
適
応
性
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

上
述
の
よ
う
な
事
情
の
中
で
、
人
間
生
活
独
特
の
技
術
0

0

と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
技
術
の
誕
生
は
脳
神
経
系

統
の
或
る
程
度
の
発
達
を
前
提
と
す
る
と
同
時
に
、
技
術
の
発
達
は
ひ
る
が
え
っ
て
ま
た
脳
神
経
系
統
を
一
段
と
発
達
さ
せ
る

こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
基
本
的
条
件
は
、
や
は
り
直
立
歩
行
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
直
立
歩

行
の
姿
勢
が
四
つ
の
足
で
歩
く
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
い
頭
部
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
、
脳
の
容

量
が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
こ
れ
を
支
え
る
た
め
の
直
立
の
姿
勢
も
、
い
っ
そ
う
し
っ
か
り
し
て
く
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
準
備
せ
ら
れ
て
き
た
地
盤
の
上
に
、
い
わ
ゆ
る
人
類
文
化
の
花
を
咲
か
せ
た
も
の
は
、
じ
つ
に
言0

語0

の
発
明
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
中
に
も
、
棒
状
の
も
の
を
、
手
の
長
さ
を
延
ば
す
原
始
的
な
道
具
と
し
て
使
用
す
る
も
の
が
、
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
く
り
返
え
さ
れ
た
試
行
錯
誤
の
末
、
二
つ
の
棒
切
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
す
こ
と
を
覚
え
る
場

合
す
ら
あ
る
こ
と
が
、報
告
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
檻
の
外
で
そ
の
手
の
届
か
な
い
所
に
バ
ナ
ナ
を
置
き
、

檻
の
中
に
は
二
本
の
短
い
竿
を
横
た
え
て
置
く
と
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
い
ろ
い
ろ
苦
心
し
た
あ
げ
く
、
一
つ
の
竿
の
端
を
も
う

一
つ
の
竿
の
端
に
は
め
込
ん
で
、
長
い
一
本
の
竿
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
バ
ナ
ナ
を
手
も
と
に
か
き
寄
せ
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
新
ら
し
い
経
験
は
、
一
定
時
間
以
上
中
断
さ
れ
る
と
、
ま
た
最
初
か
ら
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
言
語
を
も
た
な
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
お
い
て
は
、
努
力
し
て
得
た
経
験
も
、
た
だ
外
面
的
な
動
作
と
結
び
つ
い



一
一

序
論　

自
然
と
社
会

て
終
始
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
観
念
と
し
て
固
定
し
蓄
積
す
る
途
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
相
互
の
間
に
も
、
き
わ
め
て
原
始
的
に
で
は
あ
る
が
、
或
る
程
度
の
伝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

達
が
行
な
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
は
じ
め
一
匹
ず
つ
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
ひ
き
出
し
て
、
実
験
者
の
「
引
け
！
」
と
い
う
声
に
応
じ
て
、
食
物
を
の
せ
た
台

を
ロ
ー
プ
で
引
き
よ
せ
る
よ
う
に
訓
練
す
る
。
次
い
で
、
二
匹
を
組
に
し
て
協
力
さ
せ
る
た
め
に
、
二
匹
が
同
時
に
力
を
合
わ

せ
な
け
れ
ば
、
引
け
な
い
よ
う
に
し
て
置
く
。
そ
う
す
る
と
二
匹
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
形
で
協
力
が
進
行

す
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
は
二
匹
が
各
自
勝
手
に
ロ
ー
プ
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
、
偶
然
同
時
に

ロ
ー
プ
を
引
く
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
た
び
重
な
る
と
、
こ
ん
ど
は
互
に
相
手
の
動
作
を
見
計
っ

て
、
同
時
に
引
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
更
に
進
む
と
、
つ
い
に
は
、
一
方
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
声
を
か
け
て
身
体
を

動
か
し
、
そ
れ
を
合
図
に
相
手
も
い
っ
し
ょ
に
ロ
ー
プ
を
引
く
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
匹
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
間
に
、

ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
を
も
っ
て
す
る
原
始
的
な
形
の
伝
達
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
段
階
に
ま
で
達
し
た
と

こ
ろ
で
、
二
匹
の
う
ち
の
一
匹
を
新
ら
し
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
取
り
替
え
る
な
ら
ば
、
元
か
ら
い
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
い
く
ら

ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
を
示
し
て
も
、
相
手
は
な
ん
の
反
応
も
示
さ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
言
語
を
も
た
な
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

の
悲
し
み
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
動
物
の
中
で
、
た
だ
人
間
だ
け
が
言
語
を
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
個
人
々
々
に
お
い
て
ば
か
り
で

な
く
、
相
互
間
の
伝
達
を
と
お
し
て
、
次
々
に
経
験
を
蓄
積
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
言
語
の
機
能
は
、
決
し
て
こ

れ
だ
け
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
ま
ず
第
一
に

0

0

0

、
必
ず
し
も
実
物
が
目
の
前
に

な
く
て
も
、
頭
の
中
で
抽
象
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
現
物
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
人
間
同
士
の
間
の
交
渉
が



一
二

行
な
わ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
関
係
の
成
り
立
つ
場
面
は
非
常
に
狭
く
限
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
言
語
を
恵
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
時
と
所
を
超
越
し
て
、
多
く
の
人
々
が
広
い
視
野
の
も
と
に
共
同
に
考
え
る
途
が
開
か
れ
、
文
字
通
り
「
人

類
文
化
」
が
栄
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る＊

。

＊　
「
初
め
に
言こ
と
ばが
あ
っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ
っ
た
。
言
は
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
は
初
め
に
神
と
共
に
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
も
の

は
、こ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
。
で
き
た
も
の
の
う
ち
、一
つ
と
し
て
こ
れ
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
こ
の
言
に
命い
の
ちが

あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
命
は
人
の
光
で
あ
っ
た
。
光
は
や
み
の
中
に
輝
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
み
は
こ
れ
に
勝
た
な
か
っ
た
。」

―
―
新
約
聖
書
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
の
一
～
五
―
―

　

音
楽
の
前
奏
曲
に
も
た
と
え
ら
れ
る
こ
の
有
名
な
序
詞
は
、
ど
ん
な
に
で
も
深
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
い

う
「
こ
と
ば
」
は
実
は
単
な
る
人
間
の
言
葉
で
は
な
い
。
原
語
は
「
ロ
ゴ
ス
」（logos

）
で
あ
っ
て
、も
と
も
と
「
言
葉
」「
説
話
」「
主

張
」「
会
話
」「
約
束
」「
理
由
」「
原
理
」「
理
性
」
な
ど
、い
ろ
い
ろ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ヨ
ハ
ネ
文
書
に
お
い
て
は
、

イ
エ
ス
が
―
―
神
を
人
に
あ
ら
わ
し
示
す
役
目
を
も
つ
―
―「
神
の
言
」と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、ロ
ゴ
ス
こ
そ
は「
命
」

と
「
光
」
の
源
で
あ
っ
て
、
た
と
え
人
間
が
神
か
ら
離
れ
て
暗
い
世
に
さ
ま
よ
っ
て
い
て
も
、
や
は
り
ロ
ゴ
ス
の
光
は
そ
こ
を
照
ら

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
古
く
は
「
こ
と
だ
ま
」（
言
霊
）
と
い
っ
て
、
言
語
の
霊
妙
な
は
た
ら
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
神
聖
視
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

日
常
使
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
が
、
単
な
る
伝
達
の
手
段
だ
け
に
つ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
堀
り
下
げ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も

深
い
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に

0

0

0

、
人
間
の
感
情
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
も
、
言
語
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
深



一
三

序
論　

自
然
と
社
会

め
ら
れ
・
時
に
は
清
め
ら
れ
・
ま
た
高
め
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
悲
し
い
時
に
泣
く
。
と
同
時
に
、
泣
く
か
ら
い
っ
そ
う
悲
し

く
な
る
。
嬉
し
い
と
き
に
は
、
共
に
手
を
と
り
合
い
・
肩
を
組
み
合
っ
て
、
踊
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
の
喜
び
は
い
っ
そ
う
高
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、
心
の
内
部
に
あ
る
も
の
は
外
部
へ
あ
ら
わ
れ
ず
に
は
お
か
な
い
し
、
ま
た

外
部
へ
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
内
部
に
あ
る
も
の
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
そ
れ
が
清
め
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
も
、
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。「
思
う
こ
と
い
わ
ぬ
は
腹
ふ
く
る
る

わ
ざ
」
で
あ
る
反
面
、
す
っ
か
り
打
ち
あ
け
て
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
気
分
が
晴
れ
晴
れ
と
す
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
古
来
、
人

類
は
言
葉
・
動
作
・
創
作
活
動
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
内
な
る
も
の
を
外
へ
表
現
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

歓
喜
・
悲
哀
・
恐
怖
・
驚
異
・
超
自
然
力
に
対
す
る
神
聖
感
や
、
人
間
ど
う
し
の
間
に
生
じ
た
愛
憎
の
感
情
な
ど
を
、
舞
踊
・

音
楽
・
仮
面
・
彫
刻
・
絵
画
・
呪
術
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
し
、
保
存
し
た
の
で
あ
る
。
神
聖
な
山
・
石
・
木
な
ど
、
特
定
の
自

然
物
に
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
意
味
を
与
え
て
、
世
に
伝
え
る
場
合
も
あ
る
。
後
に
、
神
話
・
宗
教
・
芸
術
な
ど
に
類
別
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
は
、
こ
こ
に
そ
の
萌
芽
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に

0

0

0

、
意
志
の
領
域
に
眼
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
人
間
が
生
活
を
共
同
に
営
も
う
と
念
願
す
る
限
り
、
単
に
結
合
と
秩
序
の

保
持
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
利
害
の
い
り
ま
じ
る
複
雑
な
関
係
を
適
当
に
調
整
す
る
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
の

場
合
に
も
、
人
間
は
言
語
そ
の
他
の
表
現
手
段
を
恵
ま
れ
て
い
る
お
蔭
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
よ
う
に
せ
っ
か
く
の
努
力
を
そ

の
場
か
ぎ
り
で
水
泡
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
経
験
を
つ
み
重
ね
て
定
着
さ
せ
、
そ
の
軌
道
の
上
に
の
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
生
活
を
賢
明
に
発
展
さ
せ
て
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
慣
習
0

0

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、や
が
て
そ
れ
が
礼
儀
作
法
・
法
律
・
道
徳
な
ど
に
豊
か
に
分
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。



一
四

　

以
上
、
ほ
ぼ
知
・
情
・
意
の
三
方
面
に
わ
た
る
人
間
生
活
の
姿
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
三
つ
の
領
域

は
決
し
て
は
っ
き
り
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
、
人
間
の
生
活
が
集
団
を
単
位
と
す
る
生
存
の
た
め
の
闘
争
を
通

じ
て
営
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
先
祖
以
来
蓄
積
さ
れ
た
も
の
は
、
当
該
集
団
に
共
通
の
も
の
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て

行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
は
、
永
年
に
わ
た
る
経
験
が
む
だ
な
く
生
か
さ
れ
て
生
活
の
能
率
化
が

も
た
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
、
同
じ
よ
う
な
生
活
を
営
み
・
ま
た
同
じ
よ
う
な
行
動
を
行
な
う
こ
と
の
中
に
、

お
の
ず
か
ら
成
員
相
互
の
同
類
意
識
が
強
化
せ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
成
り
立
つ
集
団
の
生
活
様
式
や
行
動
様
式
の

総
体
こ
そ
、「
文
化＊

」
と
名
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

＊　
「
文
化
」
は
も
と
も
と
「
耕
作
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の“cultura”

に
由
来
し
て
い
る
が
、
無
機
界
・
有
機
界
に
対
し
て
「
第

三
の
世
界
」
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
、
―
―
生
物
的
遺
伝
に
よ
ら
ず
―
―
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
複
合
体
、
と
い

う
ふ
う
に
定
義
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
文
化
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
人
間
社
会
の
特
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
社
会
」

は
決
し
て
人
間
に
と
っ
て
単
な
る
所
与
で
は
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
通
常
よ
く
「
人
間
は
社
会
の
中
へ
生
み
落
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
―
―
し
か
も
そ
れ
は
素
朴
な
実
感
を
と
も
な
っ
て
一
応
も
っ
と
も
ら
し
く
思
わ
れ
る

け
れ
ど
も
、
―
―
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
「
社
会
」
と
い
う
も
の
を
、
予
め
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
場
面
の
よ
う
な
も
の
と
考

え
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
人
間
の
住
ん
で
い
る
「
社
会
」
は
、
天
体
が
運
行
し
植
物
が
繁
茂
し
て
い
る
「
自
然
」
と
同
じ

よ
う
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
自
然
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
「
ひ
と
り
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る

も
の
」
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
地
球
上
で
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
・
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
よ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
と
は



一
五

序
論　

自
然
と
社
会

な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
し
に
、
天
体
は
ひ
と
り
で
に
―
―
自
然
の
ま
ま
に
―
―
運
行
し
て
い
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
数
千
年

前
に
現
わ
れ
た
筈
の
日
蝕
を
計
算
し
て
わ
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
数
千
年
後
に
現
わ
れ
る
筈
の
日
蝕
を
も
精

密
に
何
分
何
十
秒
何
分
の
一
に
至
る
ま
で
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
地
上
に
眼
を
移
し
て
も
、「
国
や
ぶ
れ

て
山
河
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
世
界
の
栄
枯
盛
衰
を
よ
そ
に
、
自
然
は
も
と
の
姿
の
ま
ま
で
、
春
に
な
れ
ば
あ
い

変
ら
ず
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
反
し
て
、「
社
会
」
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
ひ
と
り
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
人
間
は
、
決
し

て
手
を
拱こ
ま
ねい

て
―
―
既
に
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
―
―
「
社
会
」
の
中
へ
入
っ
て
行
く
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
と
い
う
も
の
が
歴
史
的
に
の
み
成
立
し
、
歴
史
的
に
の
み
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
由
る
の

で
あ
る
。
実
に
社
会
は
―
―
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
の
―
―
歴
史
0

0

を
も
つ
こ
と
を
そ
の
特
質
と
す
る
。
も
っ
と
も
、既
に「
自

然
史
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
以
上
、自
然
に
つ
い
て
も
歴
史
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
「
歴

史
」
と
、
固
有
の
意
味
に
お
い
て
の
「
歴
史
」
と
の
本
質
的
な
相
異
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

自
然
に
つ
い
て
歴
史
が
語
ら
れ
る
場
合
、
過
去
→
現
在
→
未
来
と
い
う
方
面
へ
直
線
的
に
進
行
し
て
行
く
時
間
の
経
過
が
、

そ
の
内
容
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
自
然
的
時
間
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
自
然
的
時
間
の
特
質
を
最
も
は
っ
き
り
し
た
形

で
示
す
も
の
は
、
物
理
的
時
間
で
あ
ろ
う
。
t1
か
ら
t2
に
至
る
一
本
の
直
線
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
、
―
―
そ
れ
が
物
理
的

時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
t1
か
ら
t2
に
至
る
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
一
つ
の
「
経
過
」
が
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
ど
の
部
分
を
と
り
出
し
て
み
て
も
、
全
く
同
質
的
で
あ
っ
て
、
個
性
的
差
異
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
い
さ
さ
か
も
見
出
さ

れ
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
物
理
実
験
は
―
―
条
件
さ
え
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
―
―
時
と
所
を
超
越
し
て
、
い
つ
・
ど
こ
で



一
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も
全
く
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
え
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
時
の
隔
り
が
全
く
意
味
を
失
い
、
時
間
の
経
過
が
な

い
の
も
同
様
で
あ
る
。
か
く
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
（H

enri B
ergson, 1859-1941

）
は
、
直
線
の
形
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
空
間

化
さ
れ
た
時
間
」
は
―
―
固
有
の
意
味
に
お
い
て
の
時
間
で
は
な
く
し
て
―
―
「
空
間
の
第
四
次
元
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い

こ
と
を
、
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（Essai sur les données im

m
édiates de la conscience, 1889, C

hapitre II.

）

　

自
然
的
時
間
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
る
べ
き
歴
史
的
時
間
は
、
決
し
て
過
去
→
現
在
→
未
来
の
方
向
へ
単
に
直
線
的
に
流
れ

て
行
く
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
だ
け
に
つ
き
も
の
な
ら
ば
、
歴
史
は
一
義
的
に
き
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、「
歴
史
が
書
き
直

さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
が
書
き
直
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
歴
史
が
つ
ね
に
現

在
と
い
う
時
点
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
ひ
と
り
で
に
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
こ
の
現
在
と
い
う

瞬
間
に
お
け
る
実
践
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
を
つ
く
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
実
践
の

場
は
社
会
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
と
社
会
、
社
会
と
歴
史
は
全
く
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
て
、
生
き
た
現
実
は

歴
史
的
社
会
的
現
実
と
し
て
よ
り
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
的
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
社
会
的
に
生
き
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
歴
史
的
に
生
き
る
た
め
に
は
、
―
―
す
な
わ
ち
単
な
る
空
間
的
な
時
間
に
お
い
て
で
は
な
く
、
瞬

間
々
々
に
新
た
な
も
の
を
う
み
出
し
て
行
く
創
造
的
な
時
間
に
お
い
て
生
き
る
た
め
に
は
、
―
―
単
な
る
成
り
行
き
に
身
を
委

せ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
「
成
り
行
き
」
か
ら
一
応
身
を
断
ち
き
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
主
体
的
に
は
た
ら
か
ね

ば
な
ら
ぬ
。
い
や
、厳
密
に
い
え
ば
、「
成
り
行
き
」か
ら
身
を
断
ち
き
っ
て
、そ
れ
か
ら
後
に

0

0

0

0

0

0

主
体
的
に
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
0

0

。

主
体
的
に
は
た
ら
く
こ
と
な
し
に
は
成
り
行
き
か
ら
身
を
脱
す
る
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
体
的
に
は
た
ら
く
こ
と
と
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成
り
行
き
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
と
は
、
相
即
同
時
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
主
体
的
な
は
た
ら
き
の
原
初
的
な
形
態

を
通
念
に
従
っ
て
「
つ
く
る
こ
と
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
は
つ
く
る
こ
と
に
お
い
て
自
然
か
ら
0

0

生
ま
れ
て
歴
史
的
に
生
き
る
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
つ
く
る
こ
と
」
に
お
い
て
人
が
自
然
か
ら
生
ま
れ
て
歴
史
的
に
生
き
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ

も
ど
う
い
う
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
動
物
も
ま
た
巣
を
つ
く
っ
て
生
活
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
器
用
さ
は
し
ば
し

ば
驚
嘆
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
動
物
が
生
活
を
営
む
こ
と
と
人
間
が
生
活
を
営
む
こ
と
と
は
、
い
っ
た

い
ど
こ
に
本
質
的
な
相
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
蜘く

も蛛
は
織
匠
の
そ
れ
に
似
た
作
業
を
な
し
、
密
蜂
は
そ
の
蝋
房
の
構
造
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
間
の
建
築
師
を
顔
色
な
か

ら
し
め
る
。
し
か
し
、
最
悪
の
建
築
師
と
い
え
ど
も
、
も
と
よ
り
最
良
の
密
蜂
に
ま
さ
る
と
な
す
も
の
は
、
建
築
師
が
密
房
を

蝋
で
築
く
前
に
、
す
で
に
頭
の
中
に
そ
れ
を
築
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
過
程
の
終
り
に
は
、
そ
の
初
め
に
す
で

に
労
働
者
の
表
象
と
し
て
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
観
念
的
に
は
存
在
し
て
い
た
結
果
が
、
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
彼
は

自
然
的
な
も
の
の
形
態
変
化
の
み
を
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
自
然
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
同
時
に
彼
の
目
的
を
実
現
す

る
の
で
あ
る
。」（
向
坂
訳
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』（
二
）
六
六
頁
【
第
五
章
第
一
節
「
労
働
過
程
」】）

　
『
資
本
論
』
よ
り
二
十
年
以
上
も
前
の
『
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
』（1844

）
の
中
で
も
、
マ
ル
ク
ス
（K

arl 

M
arx, 1818-83

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
―
―
「
動
物
は
そ
の
生
活
活
動
と
直
接
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
活
動
か

ら
区
別
せ
ら
れ
な
い
。
動
物
と
は
生
活
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
の
生
活
活
動
そ
の
も
の
を
、
自
分
の
意
欲
な
ら

び
に
自
分
の
意
識
の
対
象
に
す
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
意
識
せ
ら
れ
た
生
活
活
動
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
意
識



一
八

せ
ら
れ
た
生
活
活
動
が
直
接
、
人
間
を
動
物
的
な
生
活
活
動
か
ら
区
別
す
る
。」（M

. E. G
. A

. B
d. 3, S. 88.

【
第
一
草
稿
中
の
「
疎

外
さ
れ
た
労
働
」XXIV

】）

　

す
な
わ
ち
、
単
な
る
自
然
的
有
機
的
な
つ
な
が
り
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
ま
だ
固
有
の
意
味
に
お
い
て
の
人
間

の
世
界
は
ひ
ら
け
て
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
頭
の
中
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
表
象
あ
る
い
は
目
的
を
、
意
識
し
て
実
現
す
る
と

こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
動
物
の
生
活
活
動
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
人
間
の
生
活
活
動
が
姿
を
現
わ
す
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は

い
っ
た
い
ど
う
い
う
事
態
を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

単
な
る
自
然
的
有
機
的
な
つ
な
が
り
の
中
に
と
ど
ま
る
以
上
、
自
己
と
距
離
を
お
い
て

0

0

0

0

0

0

対
立
す
る
何
物
も
な
い
。
動
物
は
た

し
か
に
、
直
接
0

0

食
欲
を
そ
そ
る
餌
を
巧
妙
に
捕
捉
し
、
直
接
0

0

生
命
を
脅
す
敵
を
敏
捷
に
回
避
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、
動
物
に
と
っ
て
環
境
は
直
接
生
命
を
養
う
環
境
で
あ
り
、
ま
た
直
接
生
命
を
脅
す
環
境
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
直
接
性
が
動
物
的
環
境
の
特
質
を
な
す
も
の
と
し
て
、
動
物
は
自
己
と
距
離
を
お
い
て
対
立
す
る
。

object

す
な
わ
ち
客
体
と
い
う
も
の
を
ま
だ
識
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る「
客
体
」は
決
し
て
自
然
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。

手
を
拱
い
て
単
な
る
成
り
行
き
に
身
を
委
せ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
主
体
も
な
け
れ
ば
客
体
も
な
い
。
主
体
的
な
は
た
ら
き
―
―

そ
の
原
初
的
な
形
態
と
し
て
の
「
つ
く
る
こ
と
」
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
と
同
時
に
「
つ
く

ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
客
体
が
成
立
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
つ
く
る
」
は
た
ら
き
は
単
に
成
り

行
き
の
方
向
に
沿
う
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
人
は
自
然
を
無
視
し
て
何
も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
写
真
が
う
つ
る

0

0

0

の
は
光
線
と
い
う
自
然
力
に
由
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
、
光
線
が
写
0

0

真i i

i　

底
本
通
り
だ
が
、
圏
点
は
「
が
」
に
の
み
付
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
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を
う
つ
す
の
で
は
な
い
。
写
真
が
う
つ
る
た
め
に
は
、
光
線
は
―
―
自
然
の
ま
ま
で
は
な
く
―
―
適
当
に
屈
折
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
光
線
の
屈
折
は
、
自
然
に
従
い
つ
つ
し
か
も
自
然
の
方
向
と
は
逆
の
方
向
か
ら
の
限
定
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
写
真
器
が
―
―
自
然
的
器
官
（instrum

ent naturel

）
か
ら
区
別
せ
ら
れ
て

―
―
人
工
的
器
械
（instrum

ent fabriqué

）
と
呼
ば
れ
る
場
合
、
そ
の
「
自
然
」
と
「
人
工
」
と
の
相
異
は
、
ま
さ
に
こ
の
限

定
の
方
向
が
逆
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
一
般
に
、
成
る
が
ま
ま
の
も
の
で
は
な
く
、
も
の
の
あ
る
べ
き
姿
・
形
を
イ
デ
ア

と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
は
つ
く
る
こ
と
に
お
い
て
イ
デ
ア
を
見
、
イ
デ
ア
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
つ
く
る
は
た
ら
き
へ
駆
り

立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
「
つ
く
る
こ
と
」
と
「
見
る
こ
と
」
と
の
相
即
は
、
イ
デ
ア
が
本
来
未
来
か
ら

0

0

0

0

語
り
か

け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
単
に
過
去
か
ら

0

0

0

0

一
方
的
に
限
定
す
る
自
然
的
限
定
は
、
た
だ
推
し
進
め
る
に
す

ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
未
来
か
ら
語
り
か
け
る
も
の
に
し
て
初
め
て
、
一
歩
一
歩
つ
く
る
こ
と
に
お
い
て
常
に
新
た
な
姿
・
形
を

見
究
め
さ
せ
、
新
た
な
姿
・
形
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
新
た
な
つ
く
る
は
た
ら
き
へ
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
的
限
定
と
は
逆
の
方
向
か
ら
イ
デ
ア
的
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然

を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
再
構
成
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
連
続
性
を
特
質
と
す
る

自
然
的
有
機
的
連
関
の
中
へ
最
初
の
非
連
続
性

0

0

0

0

0

0

0

が
齎
ら
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
体
と
し
て
の
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
が
主
体

と
し
て
の
「
つ
く
る
も
の
」
か
ら
距
離
を
お
い
て
対
立
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。「
つ
く
る
」
と
い
う
こ
と
が
自
然
と
は
逆
の

方
向
か
ら
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
・
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
ア
的
限
定
に
さ
か
ら
う
自
然
は
そ
の
「
お
の
ず

か
ら
成
る
も
の
」
と
し
て
の
性
格
を
は
じ
め
て

0

0

0

0

鮮
明
に
際
立
た
せ
て
来
る
の
で
あ
る
。
単
に
自
然
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て

い
る
限
り
、自
然
の
自
然
ら
し
さ
が
意
識
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る「
自
然
主
義
」と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
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そ
れ
が
一
つ
の
主
義
と
し
て
自
覚
的
に
主
張
せ
ら
れ
る
限
り
、
ひ
と
た
び
は
必
ず
自
然
を
自
己
の
向
う
側
に
対
立
さ
せ
て
、
―

―
外
見
上
は
自
己
を
自
然
の
一
部
と
し
て
自
然
の
中
へ
没
入
さ
せ
る
よ
う
な
形
を
呈
し
な
が
ら
―
―
実
は
却
っ
て
「
お
の
ず
か

ら
成
る
も
の
」
と
し
て
の
自
然
を
自
分
の
も
の
と
し
て
奪
い
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
「
つ
く
る
」
は
た
ら
き
に
お
い
て
、
自
然
が
そ
の
本
来
の
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
と
し
て
姿
を
現
わ
す
も
の

と
す
る
な
ら
ば
、「
つ
く
る
」
と
い
う
同
一
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
、
主
体
と
し
て
の
「
つ
く
る
も
の
」
と
客
体
と
し
て
の
「
つ

く
ら
れ
た
も
の
」
と
が
距
離
を
お
い
て
対
立
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
基
体
と
し
て
の
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
も
ま

た
そ
の
姿
を
鮮
明
に
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
主
体
と
客
体
と
基
体
、
す
な
わ
ち
「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら

れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
と
の
三
つ
の
も
の
の
動
的
連
関
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
き
る
歴
史
的
社
会
的

現
実
の
内
容
を
形
づ
く
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
事
態
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

人
間
が
最
初
に
つ
く
っ
た
も
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
道
具
で
あ
り
、
道
具
こ
そ
は
ま
ず
人
間
の
生
活
を
動
物
の
生
活

か
ら
区
別
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
即
ち
人
間
は
「
道
具
を
つ
く
る
動
物
」
で
あ
る
と
か
「
道
具
を
使
う
動
物
」
で

あ
る
と
か
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
道
具
の
は
じ
ま
り
は
石
器
で
あ
っ
て
、
最
初
原
人
の
手
が
単
純
な
打

欠
を
施
し
た
不
整
形
の
槌
石
を
握
っ
た
瞬
間
に
、
人
の
手
は
猿
の
手
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
石
の
槌
を
使
う
こ

と
が
石
の
塊
を
使
う
の
と
本
質
的
に
違
う
と
こ
ろ
は
、
石
の
槌
が
と
に
か
く
一
定
の
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
猿
が
有
り
合
わ
せ
の
棒
切
れ
を
手
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
手
を
一
層
長
く
す
る
場
合
と
は
、

根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
器
官
と
し
て
の
手
を
ど
ん
な
に
延
長
し
て
も
、
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
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そ
れ
は
依
然
と
し
て
自
然
で
あ
っ
て
、
ま
だ
「
人
の
手
」
は
生
ま
れ
出
て
来
な
い
。
一
定
の
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
道
具

を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
然
的
器
官
と
し
て
の
手
が
「
人
の
手
」
に
質
的
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
手
に
す
る
道
具
が
単
な
る
―
―
自
然
か
ら
の
偶
然
の
贈
物
と
し
て
の
―
―
石
や
木
に
加
工
し
た
も
の
か
ら
、
材
料
そ
の
も

の
の
内
的
性
質
ま
で
変
え
る
熔
解
合
金
術
の
産
み
出
し
た
金
属
の
道
具
を
用
い
る
に
至
っ
て
、
人
間
は
そ
の
「
つ
く
る
も
の
」

と
し
て
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
原
理
上
全
自
然
を
自
ら
の
中
に
包
含
す
る
・
人
間
独

自
の
「
歴
史
」
の
世
界
が
輝
し
く
ひ
ら
け
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
「
道
具
を
つ
く
る
動
物
」
と

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
「
道
具
を
使
う
動
物
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
つ
く
る
こ
と
は
使
う
こ
と
よ

り
も
い
っ
そ
う
根
本
的
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
の
手
は
一
人
の
手
で
は
な
い
。
一
人
は
ま
だ
人
で
は
な
い
。
か
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
物
語
は
、

予
め
す
で
に
文
明
社
会
に
お
い
て
人
と
な
っ
た
人
間
が
、
偶
然
無
人
島
に
漂
流
し
て
、
潜
在
的
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
社
会
的

生
産
力
を
徐
々
に
発
揮
し
て
行
く
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
手
は
実
は
社
会
の
手

0

0

0

0

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
原
人
の
群
落
（H

orde
）
が
現
在
最
も
未
開
な
土
人
の
群
落
（
例
え
ば
中
央
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
普
通

四
五
十
人
の
人
員
を
包
容
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
）
よ
り
も
も
っ
と
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
単
に
孤
立
的
に
夫
婦
だ

け
で
生
活
し
て
い
た
原
人
が
有
節
言
語
を
つ
く
り
出
し
、
そ
の
非
常
に
簡
単
な
武
器
を
も
っ
て
氷
河
時
代
の
巨
獣
と
の
闘
争
に

勝
つ
こ
と
が
で
き
た
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
多
数
の
人
間
が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
打
ち
倒
す
こ
と
の

で
き
る
あ
の
よ
う
な
巨
獣
の
存
在
は
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
―
―
原
人
に
社
会
的
本
能
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
か
っ
た
と
し

て
も
―
―
共
同
体
的
結
合
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
現
に
た
い
て
い
の
洪
積
層
の
出
土
箇
所
に
お
い
て
は
、
明
か
に
相
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当
大
き
な
人
間
共
同
体
が
生
活
し
て
い
た
筈
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
多
量
の
石
器
の
発
見
が
、
報
告
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
古
語
に
お
い
て
多
く
の
場
合
、
道
具
と
武
器
と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
当
時
生
き
る
こ
と
は
生
命
を

賭
し
て
闘
う
こ
と
で
あ
り
、
文
字
通
り
運
命
を
共
に
す
る
も
の
と
し
て
の
み
、
人
間
が
生
存
し
得
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

か
く
し
て
人
の
手

0

0

0

は
本
来
社
会
の
手

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
人
は
決
し
て
一
人
で
物
に
は
た
ら
き
か
け
た
の
で
は
な
く
、
社
会
を
形
成

す
る
も
の
と
し
て
自
然
物
と
交
渉
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
共
同
し
て
物
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
社

会
を
つ
く
り
上
げ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
古
来
、
人
間
の
生
活
を
調
整
し
て
来
た
も
の
は
―
―
物
理
的
時
間
と
は
明
確
に
区
別

さ
る
べ
き
―
―
「
暦
」
で
あ
る
が
、
そ
の
暦
は
実
に
集
団
的
活
動
の
リ
ズ
ム
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
既
に
そ
れ
は
一
つ
の
社

会
制
度
で
あ
っ
た
。
動
物
は
ま
だ
「
暦
」
を
知
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
異
る
情
的
価
値
（valeurs affectives différentes

）

を
も
っ
た
「
方
位
」
も
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
時
間

0

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
「
暦
」
お
よ
び
社
会
的
空
間

0

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
「
方

位
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
初
め
て
「
人
間
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
に
暦
は
社
会
的
時
間
で
あ
り
方
位
は
社
会
的
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
決
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の

が
自
然
か
ら
全
く
切
り
離
さ
れ
た
単
な
る
社
会
の
状
態
だ
け
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
自
然
に
適
用
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
集
団
的
活
動
が
有
効
に
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
自
然
的
条
件

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
を
無
視
し
て
蒔
か
れ
た
種
が
豊
か
な
収
穫
を
齎
ら
す
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

自
然
的
条
件
を
無
視
し
て
設
け
ら
れ
た
住
居
は
、
と
う
て
い
永
く
生
活
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、

生
き
た
具
体
的
な
社
会
生
活
の
奏
で
る
リ
ズ
ム
は
、
自
然
と
人
為
と
の
合
奏

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
人
間
の
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社
会
そ
の
も
の
が
、
自
然
と
人
為
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
従
っ
て
、
或
る
角
度
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
自
然
と
人
為
と
の
結
び
つ
き
か
た
如
何
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
性
格
を
規

定
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、「
人
為
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
契

機
と
な
っ
た
「
自
然
」
は
、
も
は
や
な
ま
の
ま
ま
の
自
然
で
は
な
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
自
然
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
お
の
ず
か
ら
成

る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
要
求
に
応
じ
る
か
と
い
う
と

こ
ろ
に
、「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
の
努
力
の
具
体
的
な
目
標
が
あ
り
、
そ
の
社
会
形
成
の
努
力
の
自
覚
的
表
現
が
社

会
思
想
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
思
想
の
歴
史
こ
そ
は
、
本
来
社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
示
す
も

の
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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原
始
社
会
の
姿
を
直
接
わ
れ
わ
れ
に
物
語
る
も
の
と
し
て
は
、
極
め
て
僅
か
な
発
掘
物
以
外
に
何
も
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て

当
時
の
人
々
の
生
活
様
式
の
あ
ら
ま
し
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
如
何
に
も
の
を
考
え
た
か
と
い
う
よ
う
な
思
想
内
容

な
ど
は
、
と
う
て
い
推
測
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
「
現
在
の
未
開
社
会
の
人
々
の
考
え
方
を
通
し
て

た
だ
間
接
に
、
原
始
社
会
の
人
々
の
考
え
方
を
推
測
す
る
の
ほ
か
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
未
開
」
は
決
し
て
「
原
始
」
で
は
な

い
。「
原
始
」が
歴
史
的
に
古
い
の
に
対
し
て
、「
未
開
」は
現
代
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

現
代
の
「
未
開
」
に
も
と
ず
い
て
大
昔
の
「
原
始
」
を
推
測
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
―
―
人
類

が
地
上
に
姿
を
現
わ
し
た
時
期
は
、お
そ
ら
く
い
ず
こ
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
で
あ
ろ
う
。従
っ
て
、現
代
の
未
開
社
会
は「
未

開
」
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
年
数
0

0

の
上
か
ら
だ
け
い
え
ば
、
現
代
の
文
明
社
会
と
大
差
の
な
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
筈
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、「
文
明
」
社
会
と
「
未
開
」
社
会
と
が
著
し
く
ち
が
っ
た
姿
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
未
開
社
会
が

そ
の
内
容
0

0

か
ら
い
え
ば
、
停
滞
に
近
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
古
い
も
の
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
現
在
の
「
未
開
」
社
会
の
中
に
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
そ
の
「
古
い
も
の
」
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、「
古
い
時
代
の
も
の
」
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す
な
わ
ち
「
原
始
」
社
会
の
面
影
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
く
、ま
た
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
未
開
人
が
ど
う
い
う
考
え
方
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
二
つ
の
相
反
す
る
見
解
が
主
張

せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
或
る
人
々
が
、
未
開
人
も
文
明
人
も
本
来
同
じ
考
え
方
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
異
は

た
だ
同
一
軌
道
上
の
進
行
距
離
の
差
す
な
わ
ち
単
な
る
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
他
の
人
々
は
、
文

明
人
の
考
え
方
が
あ
く
ま
で
論
理
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
未
開
人
は
論
理
以
前

0

0

0

0

の
考
え
方
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

質
的
な
相
異
の
存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
文
化
の
意
義
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
、
併
せ
て
そ
の
由
緒
を
何
か

し
ら
神
秘
的
な
も
の
に
索
め
た
い
気
持
は
、
無
条
件
に
「
論
理
以
前
」
論
に
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も

そ
も
「
論
理
以
前
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
般
に
文
明
人
の
考
え
方
が
論
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、そ
の
い
わ
ゆ
る「
論
理
」の
内
容
を
な
す
も
の
は
、

主
と
し
て
因
果
律

0

0

0

と
矛
盾
律

0

0

0

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
人
は
ま
ず
或
る
現
象
が
あ
れ
ば
必
ず
そ
れ

を
惹
き
起
こ
し
た
―
―
同
じ
種
類
の
―
―
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
（
因
果
律
）。
こ
れ
に
対
し
未
開
人
た
ち

は
、
例
え
ば
嵐
の
最
中
一
人
の
男
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
飛
ん
で
来
た
岩
の
破
片
の
た
め
に
頭
蓋
骨
を
砕
か
れ
て
死
ぬ
の
を
見

る
と
、
岩
の
破
片
が
あ
た
っ
た
た
め
に
そ
の
男
は
死
ん
だ
の
で
は
な
く
し
て
、
怒
り
狂
っ
た
霊
が
そ
の
男
を
殺
し
た
の
で
あ
る
、

と
い
う
。
更
に
、
文
明
人
は
机
が
机
で
あ
る
と
同
時
に
机
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
論
理
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
と
考

え
る
の
に
対
し
て
（
矛
盾
律
）、
未
開
人
は
自
分
自
身
が
人
間
で
あ
る
こ
と
位
は
十
分
承
知
し
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
例
え

ば
ボ
ロ
ロ
族
な
ど
は「
自
分
た
ち
は
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
平
気
で
い
う
の
で
あ
る
。こ
う
い
う
ふ
う
に
、
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論
理
の
主
要
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
因
果
律
と
矛
盾
律
と
に
従
わ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
―
―
或
は
「
論
理
」
と
い
う
も
の
を
全

く
知
ら
な
い
も
の
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
―
―
未
開
人
の
考
え
方
は
「
論
理
以
前
」
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
活
動
は
、
最
も
些
細
な
事
柄
に
い
た
る
ま
で
、
自

然
法
則
の
不
変
性
に
対
す
る
安
心
し
き
っ
た
全
き
信
顧
を
含
ん
で
い
る
。
…
…
未
開
人
の
精
神
の
態
度
は
そ
れ
と
は
遙
か
に
違

っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
…
…
彼
ら
に
と
っ
て
は
自
然
は
全
く
異
る
姿
を
も
っ
て
現
わ
れ
、
す
べ
て
の
事
物
す
べ
て
の
生
物
は
そ

こ
で
は
神
秘
的
な
融
即
（participation

）
と
拒
斥
（exclusion

）
の
混
交
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、」
と
。（Lévy-B

ruhl: La 

m
entalité prim

itive, 1922, pp. 17-18.

）
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
結
び
つ
く
筈
が
な
い
と
思
わ
れ
る

も
の
が
一
つ
に
融
け
合
っ
て
結
び
つ
き
、
ま
た
そ
ん
な
に
排
斥
し
合
う
必
要
も
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
互
に
排
斥
し
合

い
、
し
か
も
そ
の
理
由
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
に
、
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
な
か
で
入
り
ま
じ
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
点
を
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
未
開
人
の
考
え
方
の
特
色
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
他
方
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
か
よ
う
な
見
解
に
対
す
る
代
表
的
な
反
対
者
の
一
人
で
あ
る
ベ
ル
グ
ソ
ン

は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。「
未
開
人
に
つ
い
て
も
ま
た
、
彼
ら
の
日
常
の
活
動
は
自
然
法
則
の
不
変
性
に
対
す
る
全

き
信
頼
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
信
顧
な
し
に
は
、
未
開
人
は
そ
の
独
木
舟
を
運
ぶ
た
め
に
川

の
流
れ
を
当
て
に
し
、
そ
の
矢
を
飛
ば
す
た
め
に
弓
の
張
力
を
当
て
に
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
未
開
人
は
自
然
因

果
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
明
瞭
に
は
表
象
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
未
開
人
が
物
理
学
者
で
も
哲
学
者
で

も
な
い
か
ら
で
あ
る
、」
と
。（B

ergson: Les deux sources de la m
orale et de la religion, 1932, pp. 151-152.

）
反
対
に
ま

た
、
科
学
的
に
考
え
る
こ
と
を
誇
る
現
代
人
も
、
例
え
ば
関
東
大
震
災
の
よ
う
な
未
曾
有
の
災
禍
に
遭
遇
し
た
場
合
、
こ
れ
を
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天
罰
で
あ
る
と
い
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
地
震
と
い
う
自
然
現
象
を
科
学
的
に
究
明
し
た
上
で
、
更
に

進
ん
で
そ
う
い
う
天
変
地
異
が
わ
れ
わ
れ
人
間
に
対
し
て
有
す
る
意
味
0

0

を
反
省
し
て
、「
そ
れ
は
天
罰
で
あ
る
」
と
自
ら
を
戒

め
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
で
も
あ
ろ
う
。
然
り
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
未
開
人
と
い
え
ど
も
、
弓
矢
を
使
う
以
上
、
物

体
現
象
相
互
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
一
通
り
の
知
識
を
も
た
な
い
筈
は
な
い
。
し
か
も
、
岩
石
の
破
片
で
頭
を
砕
か
れ
て
死

ん
だ
男
を
前
に
し
て
「
怒
り
狂
っ
た
霊
が
こ
の
男
を
殺
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
物
体
現
象
相
互
の
関
係
を
説

明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
男
の
死
と
い
う
事
実
の
も
つ
意
味
0

0

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
事
件
が
起

こ
っ
た
場
合
、
そ
の
事
件
の
も
つ
意
味
を
反
省
し
て
自
ら
を
戒
め
る
こ
と
は
、
万
物
の
霊
長
た
る
人
間
に
と
っ
て
誠
に
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
未
開
人
も
文
明
人
も
少
し
も
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
違
う
点
は
、
文
明
人
が

何
よ
り
も
ま
ず
現
象
の
因
果
的
説
明
を
求
め
る
の
に
反
し
て
、
未
開
人
は
そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
た
ち
の
生
活

に
と
っ
て
そ
の
現
象
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
い
っ
そ
う
深
い
関
心
を
い
だ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
未
開
人
の
考
え
方
は
―
―
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
が
主
張
す
る
よ
う
に
―
―
文
明
人
と
は

「
別
の
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」（autrem

ent orienté

）
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
こ
の
事
実
を
誇
張
し
て
「
未
開
人
に
と
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
が
い
う
よ
う
な
本
来
の
意
味
に
お
い
て
自
然
的

0

0

0

（physique

）

な
事
実
は
な
い
」
と
言
い
き
る
の
は
、
極
端
に
す
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（Lévy-B

ruhl; Les fonctions m
entales dans 

les sociétés inférieures, 1910, pp. 37-38.

）。

　

未
開
社
会
の
実
地
調
査
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
々
は
、
未
開
人
た
ち
が
農
耕
・
狩
猟
・
漁
撈
な
ど
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
合

理
的
な
処
置
を
講
じ
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
、
霊
的
存
在
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
は
、
所
期
の
効
果
を
挙
げ
得
な
い
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こ
と
を
深
く
信
じ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
彼
ら
に
お
い
て
は
合
理
的
活
動

0

0

0

0

0

と
宗
教
的
行
事

0

0

0

0

0

と
が
離
れ
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
を
専
ら
力
説
す
る
。
し
か
し
現
代
の
わ
れ
わ
れ
と
い
え
ど
も
、
一
方
に
お
い
て
科
学
の
粋
を
つ
く
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時

に
他
方
に
お
い
て
は
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
航
路
平
安
を
祈
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
未
開
人
に
お
い
て
も
、
ま
た
文
明

人
に
お
い
て
も
、
宗
教
の
世
界
は
つ
ね
に
経
験
的
な
自
然
界
の
上
に
―
―
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
―
―
「
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
る
」（superposé

）
の
で
あ
っ
て
、ま
さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
、た
だ
一
つ

0

0

0

0

の
世
界
し
か
知
ら
な
い
動
物
に
対
し
て
、

人
間
に
の
み
恵
ま
れ
た
特
権
を
形
づ
く
る
も
の
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
（D

urkheim
 : Les form

es élém
entaires de 

la vie religieuse, 1912, p. 328; pp. 602-603.

）。
か
く
し
て
、
如
何
な
る
現
象
も
常
に
因
果
的
関
係
と
意
味
的
関
係
と
の
二
重

の
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
未
開
人
と
文
明
人
と
の
考
え
方
の
相
異
は
、
た
だ
そ
の
重
点
が

い
ず
れ
の
関
係
に
よ
り
多
く
置
か
れ
る
か
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
未
開
人
に
お
け
る
文
明
人
の
心
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を

見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
逆
に
ま
た
、
文
明
人
に
お
け
る
未
開
人
の
心
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
未
開
人
の
考
え
方
の
特
色
は
決
し
て
単
な
る
生
き
る
た
め
の
営
み
や
ま
た
眼
に
見
え

る
世
界
の
出
来
事
を
眼
に
見
え
な
い
力
の
は
た
ら
き
に
帰
す
る
こ
と
な
ど
の
中
に
索
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
か

に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
結
局
五
十
歩
百
歩
の
違
い
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
未
開
人
の
考
え
方

の
特
質
は
―
―
す
で
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
力
説
さ
れ
て
い
る
通
り
―
―
や
は
り
そ
の
集
団
的
な
表
象

0

0

0

0

0

0

の
結
び
つ
き
方
に
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
論
理
以
前
」
性
も
、
こ
の
本
来
の
集
団
的
表
象
の
結
び
つ
き
方
に
つ

い
て
は
、
十
分
顧
慮
さ
る
べ
き
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
或
る
報
告
に
よ
れ
ば
「
ボ
ロ
ロ
族
は
、
自
分
た
ち
は
本
当
に
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
、
と
平
気
で
い
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っ
て
聞
か
せ
る
」
と
い
う
。（K

. von den Steinen: U
nter den N

aturvölkern Zentral-bäsiliens, S. 305f

）
こ
う
い
う
ふ
う
に
、

全
然
違
っ
た
二
つ
の
表
象
の
本
質
的
同
一
性
を
主
張
す
る
未
開
人
独
特
の
結
び
つ
け
方
を
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
論
理
以

前
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
自
身
は
じ
め
か
ら
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
論
理
以
前
」

（prélogique
）
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
適
切
な
言
葉
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
決
し
て
論
理
的
思
惟
の
誕
生
に
時
間
0

0

的
に
先
き
立
つ

0

0

0

0

0

0

一
つ
の
段
階
を
意
味
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
反
論
理
的
で
も
な
け
れ
ば
、
無
論
理
的
で

も
な
い
。
未
開
人
の
考
え
方
が
論
理
以
前
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
の
よ
う
に
何
よ
り
も
ま
ず
矛

盾
を
避
け
よ
う
と
は
強
い
て
努
め
は
し
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
ま
た
反
対
に
、
一
部
の
現
代
人

の
病
的
心
理
の
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
わ
け
も
な
く
矛
盾
を
楽
し
む
と
い
う
の
で
も
な
い
。
大
概
の
場
合
、
未
開
人
は

そ
う
い
う
事
柄
に
は
い
っ
こ
う
無
頓
着
な
の
で
あ
る
。（Léy-B

ruhl: Les fonctions m
entales etc., p. 79.

）
こ
れ
が
「
論
理
以

前
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
の
真
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
に
は
、「
論
理
以
前
」
と
い

う
表
現
は
、
は
っ
き
り
い
っ
て
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
を
晩
年
の
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
認
め
て
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
を

宣
言
し
て
い
る
。（Les carnets de Lucien Lévy-B

ruhl, 1949

）
そ
し
て
精
神
の
論
理
的
構
造
は
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
同

一
で
あ
っ
て
（p. 73.

）、
厳
密
に
論
理
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
未
開
人
の
心
性
と
わ
れ
わ
れ
の
心
性
と
の
間
に
、
い
か
な
る

本
質
的
な
相
異
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
（p. 70.

）、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
自
身
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
に

あ
げ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
批
判
を
ほ
ぼ
容
認
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
が
未

開
人
の
心
性
の
特
色
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
融
即
」
と
い
う
事
実
―
―
す
な
わ
ち
未
開
人
た

ち
が
周
囲
の
事
物
あ
る
い
は
生
物
と
自
分
自
身
と
の
間
に
し
ば
し
ば
感
じ
て
い
る
融
即
と
い
う
事
実
0

0

＊
―
―
で
あ
る
。
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晩
年
の
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
は
、「
融
即
」
は
―
―
論
理
的
な
機
能
と
い
う
枠
か
ら
は
ず
さ
れ
て
（p. 135.

）
―
―

法
則
0

0

で
は
な
く
し
て
事
実
0

0

で
あ
る
と
い
う
面
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。（Pas de «loi» de participation.

―
―p. 77.

【C
arnet III

】）

　

レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
未
開
人
の
心
性
に
と
っ
て
は
、
存
在
す
る
こ
と
は
融
即＊

す
る
こ
と
で
あ
る

（être=participer
）」( p.i22.)

。
も
ち
ろ
ん
、
い
か
に
未
開
人
と
い
え
ど
も
、
自
他
を
区
別
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う

迄
も
な
い
。
自
他
を
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
は
、い
か
な
る
動
物
も
そ
の
生
命
を
安
全
に
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、「
自
分
た
ち
は
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
肉
眼
で
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
「
金
剛
い

ん
こ
」
と
「
自
分
自
身
」
と
を
混
同
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
か
に
未
開
人
と
い
え
ど
も
、
あ
り
得
る
筈
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「
自
分
た
ち
は
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
肉
眼
に
映
じ
る
鳥
と
自
分
と
を

同
一
視
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
な
ん
ら
か
霊
的
な
存
在
と
し
て
の
鳥
と
自
分
た
ち
と
の
間
の
深
い
関
係

0

0

0

0

を
言
い
表
わ

し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　
「
融
即
」（participation

）
と
い
う
言
葉
は
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
が
初
期
以
来
堅
持
し
て
い
る
基
本
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
最
初
使
う
に
際
し
て
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
自
身
「
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
（M

alebranche, 1638-1715

）
の
言
い
方
に
従
っ
て
」

と
こ
と
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の“ participatio substantiae divinae” (= participation of 

divine substance

）
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。（
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
』
参
照
）

　

多
く
の
未
開
社
会
探
訪
者
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
未
開
人
た
ち
が
そ
の
祖
先
の
物
語
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
は
、
必
ず
な
ん
ら

か
異
常
な
感
じ
を
与
え
る
地
域
で
あ
る
、
と
い
う
。
例
え
ば
、
聳
え
立
つ
山
嶽
・
怪
奇
な
地
形
・
重
畳
た
る
岩
石
・
奥
深
い
洞
穴
・

鬱
蒼
た
る
森
林
・
浪
漫
的
な
泉
・
渦
巻
く
渓
流
・
怒
濤
の
押
し
寄
せ
る
海
浜
な
ど
。
こ
れ
ら
・
人
の
眼
を
見
張
ら
せ
る
奇
し
き
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自
然
の
貌
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
想
像
さ
せ
て
か
ず
か
ず
の
物
語
を
生
み
、
逆
に
ま
た
、
そ
れ
ら
の
物
語
は
ま
の
あ
た
り

に
見
る
異
様
な
自
然
の
姿
の
中
に
、
彼
ら
の
祖
先
の
活
躍
振
り
が
如
実
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
の
で

あ
る
。（Lévy-B

ruhl: La m
ythologie prim

itive, 1935, pp. 18-23.

）
こ
の
特
定
の
地
域
と
祖
先
の
物
語
と
が
互
に
一
つ
に
融
合
す

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
相
互
的
融
即
」（participation réciproque

）
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
抽
象
的
な
言
葉

を
知
ら
な
い
未
開
人
に
と
っ
て
は
な
ん
ら
か
の
形
に
お
い
て
具
象
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
こ
に
色
・
形
な
ど
特
に

著
し
い
特
色
を
も
っ
た
動
植
物
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
が
象
徴
と
し
て
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ

こ
に
目
に
立
つ
動
植
物
が
な
い
な
ら
ば
、
人
工
物
あ
る
い
は
特
定
の
場
所
そ
の
も
の
が
同
じ
相
互
的
融
即
を
象
徴
す
る
こ
と
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
テ
ム
あ
る
い
は
ト
ー
テ
ム
的
な
場
所
（lieu totém

ique

）
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
い

う
ふ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
祖
先
の
物
語
が
現
に
眼
の
前
に
あ
る
具
象
的
な
も
の
に
お
い
て
そ
の

地
域
と
融
即
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
単
な
る
昔
の
物
語
で
は
な
く
し
て
今
の
出
来
事
と
な
り
、
祖
先
は
昔
も
今
も
生
き

て
い
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
祖
先
と
地
域
と
が
融
即
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
ら
の
集
団
そ
の

も
の
と
も
別
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
も
ま
た
そ
の
中
に
融
合
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
マ
オ
リ
族
に
お
い
て

は
「
個
々
の
土
人
は
自
己
を
完
全
に
そ
の
部
族
と
同
一
視
し
て
い
る
。
従
っ
て
部
族
全
体
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
も
、

第
一
人
称
を
用
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。お
そ
ら
く
は
十
世
代
も
前
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
戦
争
を
語
る
に
あ
た
っ
て
も
、

『
自
分
0

0

は
そ
の
戦
で
敵
を
殺
し
た
』
と
い
い
、
同
様
に
ま
た
、
一
万
エ
ー
カ
ー
に
も
わ
た
る
広
大
な
土
地
を
無
雑
作
に
指
し
示

し
て
『
あ
そ
こ
に
自
分
0

0

の
土
地
が
あ
る
』
と
い
う
。」（Elsdon B

est: The M
aori, I. p. 342.

）i i

こ
う
い
う
ふ
う
に
個
人
と
そ
の
所

i　

Elsdon B
est

の
著
作
はN

ew
 Zealand

の
専
用
サ
イ
ト
で
読
め
る
。" The M

aori",ivol.i1

で
は
該
当
文
はp342

で
は
見
つ
か
ら
な
い
が
。
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属
集
団
と
が
本
来
一
体
を
な
し
て
い
る
が
故
に
、
例
え
ば
殺
人
が
あ
っ
た
場
合
そ
れ
に
対
す
る
復
讐
は
、
直
接
殺
害
者
自
身
に

向
け
ら
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
殺
害
者
の
所
属
集
団
全
部
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
集
団
所
属
員
な
ら
ば
誰
彼
を
問
わ
ず
、
一
人
の

武
装
資
格
者
を
見
つ
け
て
殺
す
こ
と
が
そ
の
復
讐
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
殺
害
者
自
身
も
そ
の
集
団
に
属
す
る
一
人
と
し

て
、
当
然
復
讐
を
受
け
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
は
殺
害
者
が
選
ば
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
て
、
多
く
の

場
合
好
ん
で
最
も
屈
強
な
者
が
選
ば
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
最
も
屈
強
な
者
に
お
い
て
集
団
全
部
を
代
表
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
殺
害
者
に
対
す
る
復
讐
が
そ
れ
と
は
別
人
の
最
屈
強
者
に

向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
個
人
と
集
団
と
の
一
体
性
と
い
う
基
本
的
な
関
係
を

抜
き
に
し
て
は
、
と
う
て
い
理
解
さ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
に
自
己
自
身
は
集
団
の
中
に
完
全
に
融
合
し
、
そ
の
集
団
は
ま
た
祖
先
お
よ
び
そ
の
地
域
と
一
つ
に
融
即
す
る
彼
ら

未
開
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
の
居
住
す
る
土
地
0

0

を
離
れ
て
は
自
己
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
し
い
て
そ
の
居
住
す
る
土
地

を
離
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
「
死
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
―
―
未
開
社
会
に
お
い
て
は
、
大

罪
人
が
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
事
お
わ
っ
た
と
さ
れ
る
例
は
、
か
ぞ
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
し
か
し
、
文
明
社
会
に
お
け
る
退
去
命
令
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
退
去
命
令
が
単
に
そ
の
人

間
の
活
動
を
そ
の
社
会
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
未
開
社
会
に
お
け
る
追
放
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
自

体
が
文
字
通
り
死
ん
だ
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
追
放
」
は
実
に
「
死
刑
」
と
全
く
同
一
の
刑
罰
な
の
で
あ
る
。
更

に
こ
う
い
う
考
え
方
を
裏
書
す
る
事
実
と
し
て
す
で
に
白
人
と
多
く
の
交
渉
を
も
ち
そ
の
結
果
、
生
ま
れ
て
初
め
て
住
み
慣
れ

た
土
地
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
土
人
が
、
常
に
そ
の
郷
土
の
土
を
少
し
ば
か
り
包
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
な
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ど
も
、
多
く
の
報
告
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
人
0

0

は
そ
の
土
を
離
れ
て
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
自
分
の
住
む
土
地
か
ら
離
れ
て
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
未
開
人
は
、
な
お
さ
ら
そ

の
所
持
品
か
ら
離
れ
て
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
所
持
品
は
未
開
人
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
自
己
の
そ
と
に
も
つ

0

0

0

0

0

物

と
い
う
よ
う
な
冷
や
か
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
本
来
自
己
自
身
と
一
体
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
例
え
ば
死
者
の
所
持
品
が
如
何
に
処
分
せ
ら
れ
る
か
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
ろ
う
。
所
持
品
が
死
者
と
い
っ
し
ょ
に
墓
に
納

め
ら
れ
る
か
或
は
焼
き
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
未
開
社
会
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
或
る
特
殊
な
部
族
例
え
ば
ア
ラ
ン
タ
族
に
お
い
て
は
男
が
死
ん
だ
と
き
、
死
者
の
頸
飾
・
腕
飾
・
頭
に

巻
い
て
い
た
毛
皮
の
紐
な
ど
が
、
後
の
人
の
た
め
に
注
意
深
く
保
存
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
そ
れ
は
決
し
て

単
に
そ
の
男
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
高
度
の
神
秘
的
呪
術
的
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、祖
先
か
ら
代
々

受
け
つ
が
れ
て
来
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
特
殊
な
も
の
を
除
け
ば
、
家
畜
は
殺
さ
れ
小
屋
ま
で
焼
き
払
わ
れ
る
こ
と

も
、
決
し
て
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
単
純
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
死
者
と
本
来
一
体
0

0

を
な

し
て
い
た
が
故
に
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
未
開
人
た
ち
が
最
初
の
う
ち
は
容
易
に
物
々
交
換
に
応
じ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
事
実

も
こ
の
間
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

所
持
品
が
持
主
と
一
体
を
な
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
明
人
か
ら
見
れ
ば
、光
線
が
地
面
に
投
げ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
「
影
」

す
ら
も
、
未
開
人
に
と
っ
て
は
自
己
の
そ
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
自
身
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
影
」を
傷
つ
け
る
も
の
は「
自
己
」を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、自
分
の
影
が
他
人
の
自
由
に
な
る
範
囲
内
に
お
ち
る
場
合
に
は
、
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い
っ
さ
い
の
危
険
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
西
部
ア
フ
リ
カ
で
は
、
人
の
影
に
小
刀
ま
た
は
針
を
刺
す
こ
と
に
よ
る

殺
人
0

0

が
時
々
行
な
わ
れ
、
も
し
そ
の
現
行
中
に
捕
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
犯
人
は
直
ち
に
死
刑
0

0

に
処
せ
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
を

報
告
し
て
い
る
或
る
探
険
家
は
ま
た
、
西
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
が
い
か
に
自
分
の
影
が
な
く
な
る
の
を
心
配
す
る
か
を
実
に
よ
く

伝
え
て
い
る
。「
太
陽
が
輝
き
わ
た
っ
て
い
る
暑
い
昼
前
、
森
や
草
地
の
上
を
楽
し
げ
に
歩
い
て
い
る
黒
人
た
ち
が
森
の
空
地

や
村
の
四
角
な
広
場
へ
来
る
と
、
急
に
注
意
深
く
そ
れ
を
横
ぎ
る
こ
と
を
避
け
て
迂
回
す
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼

ら
が
そ
う
す
る
の
は
正
午
だ
け
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
自
分
の
影
が
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
な
の
で
あ
る
。
或
る
日
私
は

特
に
こ
の
こ
と
に
敏
感
な
土
人
た
ち
に
会
っ
た
の
で
、
何
故
夕
方
に
な
っ
て
影
が
周
囲
の
暗
闇
の
中
に
消
え
る
と
き
、
影
が
な

く
な
る
の
を
心
配
し
な
い
の
か
と
尋
ね
て
み
た
。
そ
れ
は
少
し
も
案
じ
る
に
及
ば
な
い
、
と
彼
ら
は
答
え
た
。
夜
、
す
べ
て
の

影
は
大
神
の
影
の
中
に
憩
い
、
そ
し
て
元
気
を
と
り
戻
す
の
で
あ
る
。
人
・
木
・
大
き
な
山
ま
で
も
、
朝
立
つ
影
は
い
か
に
強

く
長
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
。」（Lévy-B

ruhl:Les fonctions m
entales etc., p. 50.

）

　

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
未
開
人
の
心
性
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
相
互
に
一
つ
の
融
合
し
共
に
一
体
を
な
し

て
一
つ
に
生
き
る
。
い
わ
ゆ
る
相
互
的
融
即
・（participation réciproque

）
あ
る
い
は
共
生
（sym

biose

）＊

と
呼
ば
れ
る
も
の

は
、
す
な
わ
ち
こ
う
い
う
事
態
を
表
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
未
開
人
の
集
団
生
活
に
お
い
て
具
現
せ
ら
れ
て

い
る
地
域
と
祖
先
と
集
団
と
の
相
互
的
融
即
あ
る
い
は
共
生
を
象
徴
す
る
も
の
が
ト
ー
テ
ム
あ
る
い
は
ト
ー
テ
ム
的
な
も
の
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ボ
ロ
ロ
族
が
「
自
分
た
ち
は
本
当
に
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
平
気
で
語
っ
て
聞
か
せ
る
意
味
も
、
一

応
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ト
ー
テ
ム
あ
る
い
は
ト
ー
テ
ム
的
な
も
の
が
地
域
と

祖
先
と
集
団
と
の
相
互
的
融
即
の
具
象
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
い
う
迄
も
な
く
最
も
根
源
的
な
形
態
に
お
け
る
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ト
ー
テ
ム
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
部
族
が
次
第
に
多
く
の
独
立
し
た
集
団
に
分
裂
す
る
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
を

相
互
に
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
ト
ー
テ
ム
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
結
果
「
土
人
の
占
め
て
い
る
地
方
で
は
、
生

物
に
し
ろ
無
生
物
に
し
ろ
、
そ
の
名
を
い
ず
れ
か
の
ト
ー
テ
ム
集
団
に
与
え
て
い
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
、
少
し
の
誇
張
も
な
く
そ
の
ま
ま
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。（Spencer &

 G
illen: The N

ative Tribes 

of C
entral Australia, p. 112.

）
現
に
、
分
裂
の
最
も
極
端
に
行
な
わ
れ
て
い
る
ア
ラ
ン
タ
族
に
お
い
て
は
、
四
百
四
十
二
の
ト

ー
テ
ム
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。（Strehlow

: D
ie A

randa- und Loritja-Stäm
m

e in Zentral-A
ustralien, II. S. 61-72.

）
そ
し
て
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
細
く
分
化
し
た
場
合
に
、
は
、
ト
ー
テ
ム
が
そ
の
根
源
的
な
意
味
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
単
な
る
名
称
0

0

あ
る

い
は
紋
章
0

0

の
役
割
を
演
じ
る
も
の
に
転
化
す
る
こ
と
も
ま
た
、
極
め
て
自
然
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と

同
時
に
、
こ
う
し
て
区
別
さ
れ
た
小
集
団
が
決
し
て
相
互
に
あ
か
の
他
人
の
よ
う
に
振
舞
う
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
ト
ー

テ
ム
が
相
寄
り
相
集
ま
っ
て
一
種
の
階
層
的
組
織
を
形
づ
く
り
、
も
っ
て
全
部
族
を
統
一
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
側
面
も
ま

た
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
側
面
に
お
い
て
は
、
ト
ー
テ
ム
は
依
然
と
し
て
そ
の
根
源
的
な
意
味
を
喪
失
し

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

も
と
も
と
「
共
生
」（Sym

biosis

）
と
い
う
言
葉
は
、
近
世
菌
類
学
の
基
礎
を
築
い
た
ド
イ
ツ
の
植
物
学
者H

einrich A
nton de 

B
ary( 1831-88)

が
、
は
じ
め
て
そ
の
専
門
の
領
域
へ
導
入
し
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
単
細
胞
藻
類
と
放
射
虫
と
の
間

に
存
す
る
よ
う
な
親
密
か
つ
補
充
的
な
生
理
学
的
共
同
性

0

0

0

0

0

0

0

を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
社
会
学
者
が
そ
れ
を
社
会
学
の
領
域
へ
借

用
し
て“sym

biose”

と
い
う
場
合
に
は
、
単
に
相
互
に
補
充
的
と
い
う
よ
う
な
外
面
的
依
存
関
係
で
は
な
く
し
て
、
も
っ
と
内
面

的
に
融
合
し
て
文
字
通
り
一
体
と
な
っ
て
生
き
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
態
を
指
す
。



三
六

第
一
章　

古
代

　

か
よ
う
な
ト
ー
テ
ム
あ
る
い
は
ト
ー
テ
ム
的
な
も
の
を
中
心
と
し
て
地
域
と
祖
先
と
集
団
と
が
一
体
を
な
す
と
き
、
そ
こ
に

一
つ
の
閉
じ
た
人
間
社
会
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
お
の
ず
か
ら
成
り
お
の
ず
か
ら
在
る
も
の
で
は

な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
固
定
し
静
止
し
た
も
の
で
は
な
い
。
単
に
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
或
は
固
定
し
静
止
し
た
も
の
は
、

ま
だ
人
間
の
社
会
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
鶏
の
群
の
内
部
に
お
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
成
立
し
た
「
啄
く
順
位
」（peck 

order

）
は
、
い
つ
ま
で
も
狂
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。（
山
崎
正
武
『
動
物
の
社
会
生
活
』
一
三
九
―
一
四
〇
頁
）
こ

れ
に
似
た
現
象
は
、
他
の
動
物
の
群
生
活
に
お
い
て
も
決
し
て
珍
ら
し
く
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
動
物
の
群
が
固
定

し
た
閉
じ
た
組
織
を
も
つ
結
果
は
、
各
個
体
の
機
能
を
弱
小
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
限
ら
れ
た
生
活
空
間
に
お
い
て
群

全
体
が
存
続
し
得
る
、
と
い
う
事
態
を
必
然
的
に
将
来
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
体
が
弱
小
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
全
体
が
強
大
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
―
―
こ
れ
は
動
物
の
群
生
活
に
お
け
る
鉄
則
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
鉄
則

を
破
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
人
間
の
社
会
が
動
物
の
群
か
ら
生
ま
れ
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
鉄
則
が

破
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
全
体
・
一
つ
の
個
体
が
他
の
全
体
・
他
の
個
体
と
相
互
に
闘
争
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

同
じ
一
つ
の
全
体
の
内
部
に
お
い
て
も
個
体
は
全
体
を
破
壊
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
全
体
が
個
体
を
抑
圧
し
よ
う
と
す

る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で
人
間
の
世
界
に
お
い
て
は
、
い
か
に
閉
じ
た
社
会
と
い
え
ど
も
、
そ
の
基
礎
を

な
す
地
域
と
祖
先
と
集
団
の
一
体
性
は
、
常
に
内
外
か
ら
の
破
壊
作
用
に
対
し
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
外
か
ら
の
侵
略
を
拒
斥
す
る
と
共
に
、
内
か
ら
の
背
反
を
も
拒
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
融
即
が

拒
斥
と
相
表
裏
し
、
ト
ー
テ
ム
が
タ
ブ
ー
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

フ
レ
ー
ザ
ー
（Jam

es G
eorge Frazer, 1854-1941

）
に
よ
れ
ば
、
タ
ブ
ー
と
い
う
言
葉
は
「
タ
」
す
な
わ
ち
「
標
示
す
る
」
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と
い
う
動
詞
と
「
ブ
ー
」
す
な
わ
ち
意
味
を
強
め
る
副
詞
と
か
ら
成
り
、
そ
の
も
と
の
意
味
は
「
強
く
標
示
さ
れ
た
も
の
」
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、
通
常
厳
か
に
或
る
も
の
を
指
定
し
て
「
こ
れ
は
神
聖
な
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
神
聖
な
も
の
は
、
こ
れ
に
触
れ
て
け
が
す
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
、
こ
の
禁
を
破
っ
た
者
は
制
裁
と
し
て
罰
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
故
に
、
ひ
い
て
は
凶
兆
と
い
う
よ
う
な
意
義
を
も
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
生
活
が
こ
う
い

う
タ
ブ
ー
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
進
化
し
た
法
律
な
し
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
社
会
が
決
し
て
単
に
お
の

ず
か
ら
在
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
常
に
内
外
か
ら
の
破
壊
作
用
に
対
し
て
守
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
立
し
得
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

先
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ト
ー
テ
ム
あ
る
い
は
ト
ー
テ
ム
的
な
も
の
を
中
心
と
し
て
地
域
と
祖
先
と
集
団
と
が
一
体
を
な
す
と

き
、
そ
こ
に
一
つ
の
閉
じ
た
人
間
社
会
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
比
較
的
な

意
味
に
お
い
て「
閉
じ
た
」社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
絶
対
的
に
閉
じ
た
人
間
社
会
」は
一
つ
の
矛
盾
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
人
間
社
会
な
ら
ぬ
人
間
社
会
」
と
い
う
に
等
し
い
。
事
実
ま
た
、
厳
格
な
タ
ブ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
一
体
性
を
ひ
た
す

ら
崩
壊
か
ら
守
る
未
開
社
会
に
お
い
て
も
、
決
し
て
単
な
る
消
極
的
保
守
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
な
る
消
極
的
保
守

は
、
人
間
社
会
と
し
て
の
生
命
の
枯
死
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
も
緊
密
な
一
体
性
を
実
現
す
る
婚
姻
が
、
未

開
社
会
に
お
い
て
ど
う
い
う
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
か
を
見
れ
ば
、そ
の
間
の
消
息
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

地
上
到
る
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
見
出
さ
れ
る
近
親
婚
の
禁
止
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
外
婚
制
」
が
ど
う
い
う
事
情
の

も
と
に
一
般
に
広
く
人
類
社
会
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
起
源
0

0

に
関
し
て
は
、
諸
説
紛
々
と
し
て
帰
一
す
る

と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
仮
説
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
を
機
能
0

0

の
面
か
ら
見
る



三
八

第
一
章　

古
代

な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
消
極
的
に
近
親
婚
す
な
わ
ち
内
婚
が
、
本
来
一
体
的
な
零
囲
気
の
中
に
排
他
的
な
特
殊
な
結
合
を
つ
く

り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
体
性
を
傷
つ
け
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
、
外
か

ら
配
偶
者
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
集
団
の
閉
鎖
性
を
う
ち
破
っ
て
他
の
集
団
と
接
触
せ
し
め
、
も
っ
て
社
会
を
開
く

0

0

0

0

0

は

た
ら
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
社
会
の
最
も
緊
密
な
核
心
的
結
合
を
形
づ
く
る
婚

姻
が
、
集
団
の
閉
鎖
性
を
打
破
す
る
機
能
に
お
い
て
そ
の
力
強
い
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
誠
に
味
う
べ
き
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
外
婚
制
に
よ
っ
て
、
系
譜
的
に
は
全
く
血
縁
関
係
の
な
い
者
を
絶
え
ず
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
一
体
性
は
如
何
に
し
て
保
た
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

岡
田
謙
氏
の
台
湾
高
砂
族
実
地
調
査
に
よ
れ
ば
、
北
ツ
ォ
ウ
族
は
そ
の
親
縁
関
係
の
程
度
に
従
っ
て
小
氏
族
・
中
氏
族
・
大

民
族
の
三
つ
に
分
れ
る
。
小
氏
族
は
い
う
迄
も
な
く
最
も
結
合
の
強
い
親
族
集
団
で
あ
っ
て
、
一
定
の
固
有
名
詞
で
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
氏
族
が
数
箇
集
っ
て
中
氏
族
を
構
成
し
て
外
婚
の
単
位

0

0

0

0

0

と
な
り
、
中
氏
族
は
更
に
数
箇
集
っ
て

大
民
族
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
大
民
族
の
成
員
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
小
氏
族
の
所
有
す
る
狩
猟
地
へ
自
由
に
狩
猟

に
行
け
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
社
会
組
織
に
お
い
て
、
中
氏
族
が
外
婚
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
以

上
、
同
じ
中
氏
族
に
属
す
る
男
女
は
何
代
距
っ
て
も
婚
姻
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
婚
姻
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
逆
に
結
合
の
強
固
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
氏
族
の
成
員
は
何
事
に
よ
ら
ず
助
け
合
い
、
―
―
例

え
ば
共
同
し
て
狩
猟
に
出
か
け
或
は
仕
事
の
手
伝
を
し
、
―
―
ま
た
婚
姻
の
際
に
は
酒
食
を
持
ち
寄
っ
た
り
酒
宴
に
招
か
れ
た

り
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
緊
密
な
中
氏
族
結
合
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
神
聖
な
粟
の
共
食

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
粟
の
初
穂
摘
み

の
時
に
祭
田
か
ら
一
束
宛
摘
ん
で
来
た
粟
を
共
に
食
い
か
つ
新
し
い
粟
で
つ
く
っ
た
酒
を
共
に
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
族
の

0

0

0
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一
体
感

0

0

0

が
い
よ
い
よ
昂
揚
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
外
婚
制
に
よ
っ
て
新
た
に
外
か
ら
迎
え
入
れ
ら
れ
た
・
系
譜
的
に
は

全
く
血
縁
関
係
の
な
い
新
妻
も
、
新
た
に
そ
の
中
氏
族
員
と
な
る
の
で
あ
る
。（
岡
田
謙
『
未
開
社
会
に
お
け
る
家
族
、』
第
二
章

北
ツ
ォ
ウ
族
の
家
族
生
活
）
否
、
そ
の
場
合
「
中
氏
族
員
と
な
る
0

0

」
は
、
実
は
「
中
氏
族
員
と
せ
ら
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

い
わ
ゆ
る
「
血
縁
」
と
呼
ば
れ
「
地
縁
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
、
決
し
て
単
な
る
な
ま
の
ま
ま

0

0

0

0

0

の
自
然
的
な
つ
な
が
り
で
は

な
く
し
て
、
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

関
係
で
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
社
会
の
一
体
性
が
つ
ね

に
神
聖
な
粟
の
共
食
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
・
確
保
さ
れ
・
昂
揚
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
社
会
は
一
般
に
、
か
よ
う

な
共
食
に
よ
っ
て
典
型
的
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
ま
つ
り
」
の
行
事
、
あ
る
い
は
そ
の
発
展
と
し
て
の
「
ま
つ
り
ご
と
」
す

な
わ
ち
広
い
意
味
に
お
い
て
の
政
治
を
必
須
条
件
と
し
て
要
求
す
る
も
の
で
あ
り＊

、
お
の
ず
か
ら
成
る
自
然
的
な
つ
な
が
り
を

―
―
つ
く
ら
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
―
―
つ
ね
に
再
編
成
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
お
よ
そ
人
間
の
社
会
と
い
う
も
の
は
成

立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

二
十
世
紀
に
お
い
て
も
、
革
命
が
達
成
さ
れ
た
新
ら
し
い
社
会
―
―
す
な
わ
ち
「
社
会
づ
く
り
」
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る

社
会
―
―
ほ
ど
、「
ま
つ
り
」
の
行
事
が
盛
大
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
節　

古
代
社
会

　

エ
ジ
プ
ト
や
ア
ッ
シ
リ
ヤ
あ
た
り
の
芸
術
作
品
に
は
、
作
者
の
銘
を
打
っ
た
も
の
が
な
い
。
す
な
わ
ち
現
在
わ
れ
わ
れ
の
眼

に
触
れ
る
限
り
の
材
料
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
個
人
の
芸
術
家
と
い
う
も
の
は
全
然
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
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古
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ギ
リ
シ
ャ
に
入
っ
て
か
ら
は
、
個
性
の
発
露
す
な
わ
ち
個
々
の
人
間
が
は
っ
き
り
し
た
姿
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
来
た
こ
と
が
、

そ
の
文
化
の
著
し
い
特
色
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
多
く
の
詩
人
た
ち
の
名
が
そ
の
作
品
と
共
に
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
芸
術
家
た
ち
も
そ
の
制
作
品
に
自
分
の
名
を
附
し
、
思
想
家
は
好
ん
で
自
分
自
身
に
つ
い
て
語

る
の
を
常
と
す
る
。
こ
う
い
う
個
人
意
識
の
発
達
が
当
時
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
発
達
と
い
う
経
済
的
社
会
的
条
件
の
下
に
可

能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
経
済
史
が
明
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る＊

。
た
だ
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
個
人
」
が
ま
だ
近
代
的
な
意

味
に
お
い
て
の
個
人
で
は
な
い
こ
と
が
、
十
分
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
近
代
的
な
個
人
0

0

の
自
覚
は
近

代
的
な
社
会
0

0

の
自
覚
と
不
可
分
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
「
共
同
体
」（koinōnia

）

と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も
、
今
日
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
社
会
」
に
あ
た
る
も
の
は
、
そ
の
言
葉
す
ら
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
個
人
は
や
は
り
共
同
体
の
中
の
個
人

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

し
て
そ
の
共
同
体
が
い
わ
ゆ
る
「
ポ
リ
ス
」（polis

）
す
な
わ
ち
「
都
市
国
家
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

今
日
知
ら
れ
る
限
り
の
最
も
古
い
貨
幣
は
紀
元
前
七
世
紀
の
も
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
は
や
が
て
単
な
る
直
接
の
交
換
手
段
た
る

に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
資
本
」
と
し
て
も
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
例
え
ば
ア
テ
ー
ナ
イ
に
お
い
て

は
紀
元
前
五
世
紀
の
終
り
頃
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
既
に
銀
行
が
顕
著
な
発
達
を
と
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

人
類
の
歴
史
に
偉
大
な
業
績
を
残
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
が
、
固
有
の
意
味
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
人
と
し
て
史
上
に
現
わ
れ
た
時

に
は
、
そ
の
著
し
い
特
性
と
し
て
ポ
リ
ス
を
形
成
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
、
社
会
の
ほ
か

に
国
家
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
す
な
わ
ち
ポ
リ
ス
な
の
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
は
初
め
か
ら
ポ
リ
ス
的
人
間
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
或
は
ポ
リ
ス
の
形
成
過
程
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
如
何
に
し
て
ギ
リ
シ
ャ
人
に
な
っ
た
か
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
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と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
初
の
ギ
リ
シ
ャ
人
が
到
着
し
た
の
は
、
紀
元
前
二
千
年
の
頃
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
初
め
は
バ
ル
カ
ン
半
島
か
ら
来
た

半
遊
牧
的
な
牧
人
で
、
家
畜
の
群
を
伴
っ
て
平
野
や
森
林
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
組
織
の
単
位
は
血

縁
的
団
体
で
あ
る
と
共
に
祭
儀
的
団
体
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
同
じ
祖
先
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
同
じ
屋
根
の
下

で
同
じ
祭
壇
の
煙
を
吸
い
、
ま
た
同
じ
か
ま
ど
の
食
物
を
分
け
合
い
、
そ
う
し
て
互
に
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
い
え
ば
、
い
か
に
も
大
家
族
制
度
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
描
く
―
―
宮
殿
を
と
り
め

ぐ
る
―
―
実
際
の
生
活
を
見
る
と
、
や
は
り
夫
婦
と
子
供
と
召
使
と
が
家
族
生
活
の
単
位
を
形
づ
く
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
家

に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
多
く
の
小
家
族
が
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
「
同
じ
屋
根
」
の
下
に
住

み
「
同
じ
か
ま
ど
」
の
食
物
を
分
け
合
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
別
々
の
家
に
住
ん
で
い
る
以
上
、
文
字
通
り

の
意
味
に
お
い
て
「
同
じ
屋
根
」
の
下
に
住
ん
で
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
は
当
然

か
ま
ど
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
同
一
の
か
ま
ど
で
料
理
さ
れ
た
も
の
を
各
家
庭
に
配
給
し
た
の
で
な
い
こ
と
も
ま

た
、
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
あ
た
か
も
一
つ
の
屋
根
の
下
で
一
つ
の
か
ま
ど
を
囲
ん
で
生
活
し
て
い
た
か
の
よ
う

に
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
共
同
の
か
ま
ど
」
と
い
う
の
は
実
は
氏
族
の
一
体
性
を
象
徴
す
る
神
聖
な
場
所
の
こ
と

で
あ
り
、
共
同
生
活
と
い
う
も
の
も
ひ
っ
き
ょ
う
―
―
同
じ
く
一
体
性
を
象
徴
す
る
―
―
祭
の
行
事
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
の
長
で
あ
る
王
は
、
最
も
神
聖
な
血
を
う
け
継
い
だ
者
と
し
て
そ
の
祭
儀
を

主
宰
し
、
無
制
限
の
権
威
を
も
っ
て
全
民
族
員
を
統
率
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
組
織
を
も
っ
た
氏
族
が
更
に
大
き
な

組
織
に
拡
大
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
征
服
に
よ
っ
て
被
征
服
民
を
隷
属
さ
せ
る
場
合
と
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
主
と
し
て
経
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済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
結
合
が
行
な
わ
れ
る
場
合
と
が
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
の
方
式
に
よ
っ
て
出
来
上
っ
た
典
型
的

な
ポ
リ
ス
が
ス
パ
ル
タ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
の
方
式
に
よ
っ
て
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
は
ア
テ
ー
ナ
イ
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
い
う
成
立
事
情
の
相
異
の
た
め
に
、
ス
パ
ル
タ
で
市
民
権
を
も
っ
た
も
の
は
征
服
者
だ
け
に
限
ら
れ
、
そ
の

数
も
極
め
て
少
数
で
全
住
民
の
百
分
の
一
で
あ
っ
て
、
専
ら
武
力
に
よ
る
統
治
が
行
な
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
ア
テ
ー
ナ
イ
に

お
い
て
は
経
済
生
活
の
発
達
と
共
に
、
王
の
権
力
は
や
が
て
貴
族
の
手
に
移
り
、
更
に
進
ん
で
は
氏
族
組
織
の
解
体
・
地
縁
的

結
合
の
破
壊
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
、
遂
に
は
全
市
民
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ポ
リ
ス
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ア
テ
ー
ナ
イ
が
典
型
的
に
示
し
て
い
る
ポ
リ
ス
の
成
立
過
程
は
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
む
し
ろ
稀
な
場
合
で
あ
っ
て
、
大
多

数
の
ポ
リ
ス
が
ス
パ
ル
タ
型
の
成
立
過
程
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
と
ポ
リ
ス
の
成
立

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
限
り
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
花
形
で
あ
る
ア
テ
ー
ナ
イ
よ
り
も
、
文

化
的
に
劣
っ
て
い
る
ス
パ
ル
タ
の
方
が
よ
り
代
表
的
な
意
義
を
も
ち
、
更
に
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
小
ア
ジ
ア
地
方
の
諸
都
市
の

方
が
い
っ
そ
う
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
小
ア
ジ
ア
地
方
の
沢
山
の
ポ
リ
ス
の
著
し
い
特
色
は
、
そ
の
ポ
リ
ス
の
市
民
が
非
常
な
混
合
か
ら
成
っ
て
い
る

点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
移
住
民
の
出
身
地
が
種
々
雑
多
で
あ
る
上
に
、
移
住
の
波
は
幾
度
も
繰
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
多
数
の
異
質
的
な
要
素
を
結
合
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
が
部
族
組
織
で
あ
っ
て
、
ま
ず
有
力
な
「
氏
族
」
の
ま
わ

り
に
多
く
の
氏
族
が
集
っ
て
「
氏
族
団
」
を
形
成
し
、
そ
の
氏
族
団
が
数
個
集
っ
て
「
部
族
」
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
永
い
間
氏
族
・
氏
族
団
・
部
族
の
組
織
に
お
い
て
人
間
社
会
の
構
成
が
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
海
岸
の
地
の

利
を
得
て
商
工
業
の
発
達
し
た
イ
オ
ー
ニ
ア
の
諸
都
市
に
お
い
て
は
、
部
族
組
織
の
王
に
代
っ
た
貴
族
は
や
は
り
実
業
家
で
あ
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っ
た
。
そ
し
て
こ
の
支
配
階
級
に
対
立
す
る
も
の
も
農
奴
で
は
な
く
し
て
、
船
員
や
職
人
な
ど
の
大
衆
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
は
農
奴
の
よ
う
に
永
く
下
積
み
に
な
っ
た
ま
ま
で
堪
え
忍
ん
で
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
が
て
彼
ら
自
身
政
権
を
求
め
て
動

き
は
じ
め
る
。
何
か
を
求
め
て
動
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
党
派
争
い
が
お
こ
る
。
党
派
争
い
が
繰
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
お

の
ず
か
ら
実
力
の
あ
る
指
導
者
が
現
わ
れ
て
大
衆
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。「
僣
主
」（turannos

）と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
、

即
ち
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。“tyrant”

と
い
え
ば
通
常
「
暴
君
」
と
訳
さ
れ
、悪
し
き
意
味
の
専
制
君
主
を
指
す
の
で
あ
る
が
、

そ
の
語
源
の“turannos”
は
元
来
そ
う
い
う
悪
い
意
味
の
言
葉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
力
の
あ
る
人
・
賢
明
に
し
て
す
ぐ
れ
た
人
・

よ
く
指
導
的
地
位
に
あ
り
得
る
人
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
血
統
や
財
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
実

力
に
よ
っ
て
統
治
者
に
な
っ
た
者
と
し
て
、
そ
れ
は
君
主
的
で
あ
っ
て
し
か
も
君
主
で
は
な
く
、
本
来
民
衆
の
中
か
ら
出
て
君

主
を
僣
す
る
者
で
あ
る
が
故
に
、
よ
く
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
【
貴
族
制
】
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
過
渡
的
役
割
を
果
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
権
威
は
決
し
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
与
望
に
も
と
づ
か

ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
僣
主
に
よ
る
統
治
の
効
果
は
、
ま
ず
党
派
的
感
情
を
沈
静
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―

―
公
安
の
基
礎
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
し
て
―
―
貴
族
制
度
を
顛
覆
せ
し
め
、
も
っ
て
古
い
革か
わ
ぶ
く
ろ嚢に
新
ら
し
い
酒
を
盛
っ
た
こ

と
に
存
す
る
。
こ
の
イ
オ
ー
ニ
ア
の
僭
主
政
治
が
先
例
と
な
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
本
土
で
も
僣
主
政
治
が
お
こ
り
、
そ
れ
を
過
渡
期

と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
イ
オ
ー
ニ
ア
の
諸
都
市
の
方
は
僣
主
政
治
の
段
階
で
ペ
ル
シ
ャ
に
征
服

さ
れ
た
た
め
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
発
展
を
中
断
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
か
し
、
ポ
リ
ス
の
歴
史
に
お
い
て
イ
オ
ー

ニ
ア
の
ポ
リ
ス
は
な
が
ら
く
ギ
リ
シ
ャ
本
土
に
対
し
て
、
そ
の
先
駆
的
役
割
を
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ギ
リ
シ
ャ
の
数
多
い
ポ
リ
ス
の
一
つ
一
つ
の
成
立
事
情
は
決
し
て
同
一
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
も
の
で
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あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
ギ
リ
シ
ャ
」
と
い
う
も
の
が
い
ち
お
う
成
立
し
た
後
に
は
、
ポ
リ
ス
は
ほ

ぼ
共
通
の
性
格
を
具
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ポ
リ
ス
が
防
衛
団
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
教
団
体
で
あ
る
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
防
衛
団
体
で
あ
る
ポ
リ
ス
は
、
単
純
な
血
縁
的
氏
族
団
体
の
営
む
農
牧
生
活
の
よ
う
な
安
穏
さ
を

た
の
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
同
の
敵
に
対
す
る
戦
友
た
ち
は
、
目
前
の
必
要
の
た
め
に
も
、
新
た
な
共
同
体
組
織
を
つ
く

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
、
単
な
る
民
族
的
祭
儀
を
超
え
た
・
新
た
な
共
同
の
祭
り
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
種
々
様
々
な
氏
族
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
だ
け
の
祭
儀
や
習
慣
を
固
執
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
氏
族
の
団
結

を
困
難
に
し
て
そ
の
結
合
を
弱
め
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
大
き
な
団
体
的
結
合
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
す
べ

て
の
人
々
が
同
じ
共
通
の
神
を
祭
る
こ
と
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
、
―
―
否
、
同
じ
一
つ
の
神
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

0

0

0

0

る0

。
ア
テ
ー
ナ
イ
の
名
は
、
女
神
ア
テ
ネ
ー
を
ア
ク
ロ
・
ポ
リ
ス
（akro-polis

）
と
い
う
小
高
い
丘
の
上
に
共
同
に
祭
っ
た

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ポ
リ
ス
は
防
衛
団
体
で
あ
る
と
共
に
宗
教
団
体
で
あ
る
―
―
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
、
防
衛
団
体
と
し
て
の
実
を
あ
げ
ん
が
た
め
の
宗
教
団
体
で
あ
る
―
―
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
ポ
リ
ス
の
も
つ
世
界
史
的
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
0

0

と
し
て
自
己
を
形
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
は
そ
の
後
の
世
界
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ポ
リ
ス
が
国
家
と
し
て
自
己
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
ポ
リ
ス
が
国
家
に
な
る

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
、

決
し
て
今
ま
で
国
家
の
体
裁
を
な
さ
な
か
っ
た
も
の
が
―
―
す
な
わ
ち
法
律
と
い
う
も
の
を
全
く
も
た
な
か
っ
た
単
な
る
生
活

共
同
体
が
―
―
は
じ
め
て
法
律
を
具
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
的
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
法
律
は
、
た
と
い
そ
れ
が
犠
牲
を
捧
げ
る
順
序
・
結
婚
式
の
運
び
方
・
死
者
の
取
扱
い
方
な
ど
、
祭
儀
の
方
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式
に
関
す
る
規
定
が
そ
の
主
た
る
内
容
を
な
し
て
い
た
に
せ
よ
、
と
に
か
く
法
律
は
ポ
リ
ス
と
共
に
古
い
。
こ
の
こ
と
を
伝
説

は
、
ポ
リ
ス
の
創
設
者
が
か
ま
ど
を
創
設
す
る
と
同
時
に
法
律
を
創
設
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
い
っ
そ
う
遡
っ
て
、
法
律
は
神

か
ら
与
え
ら
れ
た
と
か
、
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
根
源
に
ま
で
溯
る
な
ら
ば
、
法
律
に
従
う
こ
と
は
神
に
従
う
こ
と
に
な

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
段
階
の
ポ
リ
ス
が
国
家
の
段
階
に
進
む
と
い
う
こ
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
信

仰
の
立
場
が
理
性
の
立
場
・
ロ
ゴ
ス
の
立
場
に
進
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
理
性
の
立
場
は
如
何
に

し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
つ
の
氏
族
を
一
人
の
王
が
―
―
神
聖
な
伝
統
の
保
持
者
と
し
て
―
―
治
め
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
理
性
の
立
場
が
生
ま
れ

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
氏
族
が
集
っ
て
一
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
同
じ
よ
う
な

資
格
を
も
っ
た
氏
族
の
王
た
ち
が
、
共
同
の
か
ま
ど
の
廻
り
に
座
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
て
、
勢
い
合
議
に
よ
る
統
治

0

0

0

0

0

0

0

が
必
要

と
な
り
、
そ
こ
に
ロ
ゴ
ス
の
活
溌
な
は
た
ら
き
が
始
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
合
議
方
式
が
採
用

さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
に
参
与
す
る
人
数
が
次
第
に
増
加
し
て
く
る
の
も
ま
た
自
然
の
勢
で
あ
っ
て
、
現
に
ア
テ
ー
ナ
イ
で
は
初

め
は
九
人
だ
っ
た
の
が
後
に
は
五
十
人
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
の
支
配
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
に
人
数
を
増
し
て
も
制
限
さ
れ
た
範
囲
の
人
々
の
合
議
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
不
徹
底
で
あ
つ
て
、
そ

れ
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
会
合
は
市
民
一
般
の
集
会
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ゴ
ラ
（agora

）
と
呼
ば
れ
た
の

が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
ア
ゴ
ラ
は
そ
の
集
会
の
名
称
で
あ
る
が
、
本
来
は
生
活
物
資
の
取
引
が
行
な
わ
れ
る
市
場
0

0

を
意
味
す
る
言

葉
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
市
場
は
、
日
々
市
民
た
ち
が
集
っ
て
語
り
合
う
場
所
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
世
論
の
形

成
さ
れ
る
場
所
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
市
民
の
集
会
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



四
六

第
一
章　

古
代

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
人
々
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
ロ
ゴ
ス
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
こ
に
神
々
の
法

0

0

0

0

に
代
っ
て

人
々
の
法

0

0

0

0

が
支
配
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
が
ポ
リ
ス
の
担
っ
て
い
る
人
倫
的
意
義
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ポ
リ
ス
は
決
し
て
、
そ
の

版
図
を
拡
大
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
理
想
の
ポ
リ
ス
は
人
口
一
万
位
で
、
中
央
の
丘
ア
ク
ロ
・
ポ
リ
ス
に
登
れ
ば

全
体
が
見
渡
せ
る
程
度
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
小
規
模
の
ポ
リ
ス
は
当
然
た
く
さ
ん
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、

そ
の
正
確
な
数
は
わ
か
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
百
五
十
八
の
ポ
リ
ス
の
こ
と
を
記
録
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、実
際
は
恐
ら
く
そ
の
数
倍
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
お
び
た
だ
し
い
ポ
リ
ス
を
超
え
て
、

同
じ
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
圏
が
成
立
し
、
す
べ
て
の
ポ
リ
ス
が
そ
の
圏
内
に
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
広
く
一
般
に
理
解
さ
れ
て

い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
化
圏
を
一
つ
の

0

0

0

国
家
に
組
織
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ま
り
望
ま
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
国
家
の
任
務
が
ロ
ゴ
ス
の
支
配
の
下
に
人
倫
的
組
織
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
仮
り
に
十
万
人
も
の
集
団
に
な
れ
ば
、

も
は
や
互
に
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
と
う
て
い
「
国
家
」
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
リ
ス
が
小
さ
く
団
結
し
て
外
に
対
し
て
自
己
を
閉
鎖
し
た
結
果
は
、
そ
の
祖
国
愛
が
ポ

リ
ス
相
互
間
の
敵
対
関
係
を
ひ
き
お
こ
し
て
、
結
局
ギ
リ
シ
ャ
民
族
全
体
を
危
険
に
陥
れ
た
こ
と
に
も
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
し

か
し
他
面
に
お
い
て
は
、
各
々
の
ポ
リ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
個
性
豊
か
な
特
色
を
発
揮
し
て
、
祭
礼
・
芸
術
・
法
制
な
ど
の
創
造
に

お
い
て
盛
ん
に
そ
の
独
創
性
を
競
っ
て
人
類
文
化
に
貢
献
し
た
こ
と
も
ま
た
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

同
じ
ギ
リ
シ
ャ
文
化
圏
内
に
あ
る
限
り
、
そ
の
根
本
の
原
理
は
も
ち
ろ
ん
共
通
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
解
釈
や
応
用
の
仕

方
は
千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
遺
憾
な
く
そ
の
才
能
を
発
揮
し
得
る
可
能
性
が
用
意
せ
ら
れ
、
こ
う
し

て
多
彩
な
ギ
リ
シ
ャ
文
化
は
輝
し
く
栄
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
個
人
が
存
分
に
そ
の
才
能
を
振
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
個
人
の
自
由
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
自
由
は
、
あ
く
迄
も
ポ
リ
ス
内
の
自
由

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

っ
て
、
決
し
て
ポ
リ
ス
の
拘
束
か
ら
免
れ
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
否
む
し
ろ
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
が
そ
の
『
古
代
都
市
』（Fustel de C

oulanges: La cité antique, 1864

）
に
お
い
て
力
説

す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、ギ
リ
シ
ャ
の
市
民
は
そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
て

0

0

0

0

0

0

0

ポ
リ
ス
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
市
民
は
、

ア
テ
ー
ナ
イ
に
お
い
て
は
六
十
歳
迄
、
ス
パ
ル
タ
で
は
生
涯
、
国
防
の
義
務
を
負
い
、
ポ
リ
ス
の
要
求
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
身

命
を
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。ま
た
、ポ
リ
ス
が
金
を
必
要
と
す
る
時
に
は
、女
た
ち
に
そ
の
所
有
す
る
宝
石
の
提
出
を
命
じ
、

債
権
者
に
そ
の
債
権
を
捨
て
さ
せ
、
オ
リ
ー
ヴ
の
所
有
者
に
そ
の
油
を
無
償
で
引
渡
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
い
。
ポ
リ
ス
の
干
渉
は
私
生
活
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
、
ア
テ
ー
ナ
イ
の
法
律
は
独
身
を
禁
じ
、
ス
パ
ル
タ
の

法
律
は
晩
婚
者
を
も
罰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
テ
ー
ナ
イ
で
は
旅
行
に
三
枚
以
上
の
衣
服
を
携
え
る
こ
と
を
禁
じ
、
ス

パ
ル
タ
で
は
女
の
髪
飾
ま
で
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
統
制
は
個
人
の
感
情
生
活
に
ま
で
入
り
込
ん
で
ス
パ
ル
タ
で
は
敗
戦

の
報
せ
が
街
に
届
い
た
と
き
、
戦
死
者
の
親
族
は
喜
ば
し
げ
に
神
殿
に
詣
で
て
感
謝
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
助

か
っ
た
者
の
母
は
悩
ま
し
げ
に
泣
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
こ
い
う
ふ
う
に
、
ポ
リ
ス
は
そ
の
す
べ
て
の
市
民

に
対
し
て
、
ポ
リ
ス
全
体
の
利
害
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
職
業
が
何
で
あ
る
に
し
ろ
、

市
民
は
集
会
に
参
与
し
て
投
票
を
し
、
順
番
が
来
れ
ば
役
人
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
万
一
ポ
リ
ス
の
こ
と
に
無
関
心
な
者
が

あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
人
間
は
ポ
リ
ス
か
ら
追
放
さ
れ
る
の
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
す
な
わ

ち
そ
の
身
も
心
も
全
く
ポ
リ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
当
時
の
人
間
は
文
字
通
り
「
ポ
リ
ス
的
存
在
」
で
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あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
も
し
、
ポ
リ
ス
の
個
人
に
対
す
る
支
配
統
制
が
完
全
無
欠
で
あ
っ
て
、
個
人
は
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
の
命
の
ま
ま
に
動

く
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
ポ
リ
ス
的
存
在
は
自
然
物
で
は
あ
っ
て
も
、
人
間
で
は
な
い
。
部
分
が
全
体
に
服
従

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
服
従
し
な
い
こ
と
も
で
き
、
ま
た
事
実
服
従
し
な
い
こ
と
も
あ
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ

め
て
人
間
と
し
て
自
覚
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
は
し
ば
し
ば
有
機
体
に
比
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く

迄
も
比
喩
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
個
人
は
決
し
て
単
な
る
細
胞
で
は
な
い
。
細
胞
は
有
機
体
か
ら
離
れ
て
は
も
は
や
死
滅

す
る
の
ほ
か
は
な
い
け
れ
ど
も
、
個
人
は
全
体
か
ら
離
れ
て
も
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
否
、
或
る
意
味
に

お
い
て
は
、
む
し
ろ
全
体
に
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
真
の
個
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
個
人
対
全
体
の
問
題
は
、
如
何
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
日
通
常
「
個
人
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る“Individuum

”

と
い
う
言
葉
は
、
ラ
テ
ン
語
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語

で
は
な
い
。
そ
れ
に
当
る
ギ
リ
シ
ャ
諸
の“atom

os”
は
同
じ
よ
う
に
「
分
つ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
を
意
味
し
た
の
に
も

拘
ら
ず
、
遂
に
人
間
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
来
ポ
リ
ス
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
決
し
て
孤
立

す
べ
き
も
の
で
も
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
も
、
全
体
の
こ
と
に
冷
淡
な
エ
ゴ
イ

ス
ト
は
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
家
族
の
一
員
と
し
て
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
当
時
エ
ゴ
イ
ス
ト

に
対
す
る
非
難
が
「
お
前
は
自
分
の
か
ま
ど
に
犠
牲
を
捧
げ
る
」
と
い
わ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
他
の
市
民
の
こ
と
は
あ
ま
り
考

え
な
い
で
、
自
分
た
ち
家
族
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
個
人
対
社
会
の
問
題

は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
家
族
対
社
会
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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か
つ
て
氏
族
が
血
縁
団
体
と
し
て
共
同
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
時
に
は
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
一
つ
の
家
族
で
あ
る
か
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
意
味
の
「
家
族
」
は
、
い
わ
ば
公
共
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
氏
族
を
単
位
と
す
る
共
同
生
活
が
超
克
せ
ら
れ
て
、そ
れ
よ
り
は
遙
か
に
広
く
て
大
き
な
ポ
リ
ス
が
形
成
せ
ら
れ
た
と
き
、

家
族
的
生
活
は
反
対
に
狭
く
て
小
さ
な
夫
婦
中
心
の
生
活
に
圧
縮
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
と
共
に
「
家
族
」
は
公
共
的
性
格
を
失
っ

て
全
く
私
的
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
家
族
が
私
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
血
縁
的

関
係
そ
の
も
の
が
私
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
か
つ
て
は
民
族
的
義
務
で
さ
え
あ
っ
た
血
の
復
讐

0

0

0

0

と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
今
は
も
は
や
単
な
る
私
事
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
私
の
復
讐
が
そ
の
本
性
上
―
―
無
限
に
復
讐
の
復

讐
を
生
ん
で
―
―
公
共
的
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
ポ
リ
ス
的
正
義
の
立
場
か
ら
は
と
う
て
い
許
容
さ
る
べ
き
で

は
な
い
。
従
っ
て
ポ
リ
ス
は
そ
の
復
讐
を
個
人
の
手
か
ら
と
り
上
げ
て
、
そ
の
公
正
な
解
決
―
―
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
人
が
な

っ
と
く
す
る
よ
う
な
形
で
解
決
す
る
こ
と
を
自
己
固
有
の
任
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
、
ポ
リ
ス
に
お
い
て
司
法
と

い
う
も
の
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ポ
リ
ス
の
司
法
は
既
に
古
い
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
ポ

リ
ス
的
正
義
の
意
義
は
、
私
的
な
正
義
を
―
―
も
は
や
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
―
―
否
定
的
媒
介
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
私
的
な
立
場
で
の
考
え
方
を
否
定
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
よ
り
広
く
高
い
立
場
へ

進
ん
で
行
く
と
い
う
ふ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
性
的
な
本
質
を
は
っ
き
り
自
覚
的
に
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



五
〇

第
一
章　

古
代

第
三
節　

ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
社
会
的
正
義

　

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
（Sökratēs. B

. C
. 469-399

）
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
真
に
「
共
同
」
生
活
を
営
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
い
つ
迄
も
さ
ま
ざ
ま
な
異
っ
た
主
張
を
い
だ
い
た
ま
ま
で
満
足
し
て
お
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
意
見
の
一

致
と
い
う
こ
と
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
い
。
し
か
も
、
人
間
の
知
恵
の
限
界
を
超
え
な
い
限
り
、
当
然
人
々
の
意
見
は
一
致
す

る
。
例
え
ば
戦
車
の
御
者
と
し
て
、
御
す
る
心
得
の
あ
る
者
と
な
い
者
と
い
ず
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
人
々
の
意
見

は
必
ず
一
致
す
る
。
従
っ
て
人
間
の
事
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
人
が
な
っ
と
く
す
る
考
え
・
す
な
わ
ち
普
遍
概
念
を
求
め
る
こ

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
普
遍
的
真
理
を
否
定
し
て
相
対
主
義
を
主
張
し
た
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス

た
ち
（Sophistēs

）
も
、
や
は
り
専
ら
人
間
の
こ
と
に
没
頭
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
如
何
に

す
れ
ば
巧
み
に
語
り
・
巧
み
に
行
な
い
・
巧
み
に
家
を
斉と
と
のえ

・
巧
み
に
ポ
リ
ス
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、と
い
う
い
わ
ば
「
技

術
」
の
み
が
そ
の
関
心
の
対
象
で
あ
り
、
そ
う
い
う
技
術
を
授
け
る
だ
け
で
青
年
た
ち
に
市
民
と
し
て
の
徳

0

0

0

0

0

0

0

を
得
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
或
る
事
に
つ
い
て
巧
み
に
話
す
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
事
を
正
し
く

理
解
す
る
こ
と
の
方
が
、
い
っ
そ
う
た
い
せ
つ
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
法
律
や
道
徳
に
つ
い
て
巧
み
に
語

り
得
る
技
術
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
却
っ
て
不
正
を
行
な
う
武
器
に
も
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
小
ヒ
ピ
ア
ス
』
と
題
す
る
プ
ラ
ト
ー
ン
の
対
話
篇
の
中
で
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
弓
術
に
た
く
み
な
人
の
例
を
引
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
―
―
弓
の
う
ま
い
人
、
す
な
わ
ち
ア
レ
テ
ー
（aretē

）＊

の
あ
る
人
は
、
故
意
に
ま
と
を
は
ず
す
こ

と
が
で
き
る
。
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ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ア
レ
テ
ー
」
に
は
、「
堪
能
」
と
「
徳
」
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス
た
ち
が
そ
れ
を
は
っ
き
り

識
別
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
根
本
的
な
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ア
レ
テ
ー
の
な
い
人
は
あ
た
っ
て
も
あ
た
ら
な
く
て
も
、
い
ず
れ
も
偶
然
で
あ
る
が
、
ア
レ
テ
ー
の
あ
る
人
は

単
に
た
く
み
に
射
当
て
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
故
意
に

0

0

0

・
た
く
み
に
ま
と
を
は
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
見
れ

ば
、
故
意
に
あ
や
ま
ち
得
る
人
は
そ
の
道
に
た
く
み
な
人
・
す
な
わ
ち
ア
レ
テ
ー
の
あ
る
人
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
相
手
に
こ
の
こ
と
を
承
認
さ
せ
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
「
故
意
に
不
正
を
行
な
う
人
は
ア
レ
テ
ー
（
徳
）
の

あ
る
人
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
ひ
き
出
し
て
、
こ
れ
で
も
承
知
す
る
か
と
相
手
に
せ
ま
る
。
す
る
と
相
手
は
「
こ
こ
に
至
っ

て
は
賛
成
で
き
な
い
」
と
答
え
、ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
も
ま
た
「
僕
だ
っ
て
賛
成
で
き
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、『
小
ヒ
ピ
ア
ス
』

篇
は
終
っ
て
い
る
。
―
―
思
う
に
こ
れ
は
、
単
な
る
技
術
上
の
ア
レ
テ
ー
（
堪
能
）
と
道
徳
上
の
ア
レ
テ
ー
（
徳
）
と
が
全
く

別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
人
々
に
説
き
勧
め
た
の
は
、
決
し

て
単
な
る
技
術
と
し
て
の
ア
レ
テ
ー
で
は
な
く
、
正
し
い
理
解
・
ま
こ
と
の
知
恵
に
導
か
れ
た
ア
レ
テ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な

ら
ば
、
そ
う
い
う
ま
こ
と
の
知
恵
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
知
恵
の
内
容
を
な
す
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
な
観
念
・
す
な
わ
ち
普
遍

概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
々
が
共
同
に
考
え
・
共
同
に
疑
い
・
共
同
に
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
の
対

話
あ
る
い
は
議
論
が
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
問
答
法
（dialektikē
←dialogos

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な

問
答
法
あ
る
い
は
弁
証
法
に
よ
っ
て
真
理
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
単
に
双
方
が
異
な
る
意
見
を
も
っ
て
対
立
し
・
抗
争
す
る
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ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
根
底
に
節
制
と
愛
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
双
方
が
あ
く
ま
で
自
己
を
主
張
し
て
譲
ら
な
け
れ
ば
、
対

立
抗
争
は
い
ず
れ
か
一
方
の
屈
服
に
よ
っ
て
よ
り
ほ
か
に
は
、
統
一
に
到
達
す
る
途
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一

方
の
意
見
が
他
方
を
圧
迫
し
て
沈
黙
さ
せ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
真
に
「
共
通
」
の
意
見
に
到
達
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
双
方
が
自
制
し
て
そ
の
一
方
的
な
偏
見
を
差
し
控
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
問
答
法
（
弁
証
法
）
は
真
理
を
生
む
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
問
答
法
（
弁
証
法
）
か
ら
真
理
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
根
本
に
お
い
て
愛
に
0

0

よ
る
合
一

0

0

0

0

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
生
き
た
問
答
法
（
弁
証
法
）
に
よ
っ
て
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
―
―
庶
民
の
子

ら
し
く
街
頭
に
出
て
誰
彼
の
差
別
な
く
相
手
を
見
つ
け
て
は
話
し
か
け
な
が
ら
―
―
日
常
の
実
際
生
活
を
導
い
て
い
る
常
識
を

明
確
な
形
に
仕
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
間
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
そ
の
普
遍
的
な
本
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
追
究
的
な
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
く
い
さ
が
り
説
法
は
、
眠
り
を
む
さ
ぼ
る
馬
（
ア
テ
ー
ナ
イ

の
市
民
）
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
う
る
さ
い
虻あ
ぶ

の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
、
馬
は
そ
の
虻
を
し
っ
ぽ
で
は
た
き
落
そ
う
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、「
国
家
公
認
の
神
々
を
ま
つ
ら
ず
怪
し
げ
な
神
を
も
ち
こ
ん
で
青
年
を
惑

わ
す
者
」
と
い
う
誣ぶ
こ
く告

の
罪
に
よ
っ
て
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
祭
典
の
た
め
刑
の
執
行
が
延
期
さ
れ
た

の
を
機
会
に
脱
獄
亡
命
を
勧
め
に
来
た
友
人
に
対
し
て
、
―
―
普
遍
概
念
の
結
晶
と
し
て
の
法
律
に
対
す
る
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス

の
忠
誠
を
主
題
と
し
た
―
―
『
ク
リ
ト
ン
』
篇
の
中
で
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　

こ
の
国
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
へ
、
わ
が
国
の
「
法
律
」
と
「
統
治
権
」
と
が
や
っ
て

来
て
質
問
し
た
と
す
る
。「
お
い
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
！　

お
前
は
何
を
す
る
つ
も
り
な
の
だ
。
お
前
は
わ
れ
わ
れ
法
律
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と
国
全
体
と
を
亡
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
下
さ
れ
た
裁
判
が
何
の
力
も
な
く
私
人
に
よ
っ
て
亡
ぼ
さ
れ

て
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
国
は
存
立
し
て
亡
ぼ
さ
れ
ず
に
あ
り
得
る
よ
う
に
、
お
前
に
は
思
わ
れ
る
の
か
、」
と
。

　

そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
「
こ
の
国
は
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
不
正
な
こ
と
を
し
た
、
―
―
つ
ま
り
不
正
な
判

決
を
下
し
た
か
ら
だ
、」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
す
る
と
「
法
律
」
は
多
分
こ
う
い
う
だ
ろ
う
。「
お
い
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
！　

わ
れ
わ
れ
と
こ
の
国
と
に
何
の

不
満
が
あ
っ
て
、
お
前
は
わ
れ
わ
れ
を
亡
ぼ
そ
う
と
す
る
の
か
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
お
前
を
生
ん
だ
の
だ
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
お
前
の
父
は
母
を
め
と
り
、
そ
う
し
て
お
前
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
も
お
前
は
、
わ

れ
わ
れ
の
婚
姻
法
に
何
か
け
ち
を
つ
け
る
積
り
な
の
か
。」

「
い
や
、
私
は
け
ち
な
ん
か
つ
け
ま
せ
ん
、」
と
僕
は
い
う
だ
ろ
う
。

「
そ
れ
で
は
、
生
ま
れ
た
者
の
養
育
と
教
育
と
に
関
す
る
法
律
に
は
？　

お
前
も
そ
の
中
で
教
育
せ
ら
れ
た
の
だ
が
。
そ

う
い
う
方
面
の
事
に
関
す
る
法
律
は
、
う
ま
く
命
令
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
お
前
を
音
楽
と
体
育
の
方
面
で

教
育
す
る
よ
う
に
、
お
前
の
父
に
命
令
し
た
の
だ
が
。」

「
あ
れ
は
あ
れ
で
よ
ろ
し
い
、」
と
僕
は
い
う
だ
ろ
う
。

「
そ
れ
で
は
考
え
て
も
見
よ
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
！
」
と
多
分
「
法
律
」
は
い
う
だ
ろ
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
お
前
を
生
み
・

育
て
・
教
育
し
、
わ
れ
わ
れ
の
力
に
か
な
う
限
り
の
す
べ
て
の
美
し
い
も
の
（
よ
い
も
の
）
を
、
お
前
に
も
、
他
の
す

べ
て
の
国
民
に
も
与
え
て
来
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ア
テ
ー
ナ
イ
人
の
中
で
「
自
由
を
与
え
よ
！
」
と
希
望

す
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
宣
言
す
る
。
丁て
い
ね
ん年
に
達
し
て
こ
の
国
の
こ
と
や
、
わ
れ
わ
れ
「
法
律
」
を
知
っ
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た
後
に
、
わ
れ
わ
れ
に
満
足
で
き
な
い
者
は
、
自
分
の
も
の
を
持
っ
て
、
ど
こ
へ
で
も
好
き
な
所
へ
立
ち
退
い
て
よ
い
、

と
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
「
法
律
」
や
わ
れ
わ
れ
の
国
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
ど
こ
へ
で
も
自
分
の
も
の
を
携
え
て
好

き
な
所
へ
移
住
す
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
妨
げ
た
り
禁
止
し
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
裁
判
を
行
な
い
、
ま
た
ど
う
い
う
ふ
う
に
政
治
を
す
る
か
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の

国
に
と
ど
ま
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
は
わ
れ
わ
れ
の
命
じ
る
通
り
に
す
る
こ
と
に
同
意
し

た
の
だ
、
と
わ
れ
わ
れ
は
主
張
す
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
命
令
に
服
従
し
な
い
者
は
、
―
―
わ
れ
わ
れ
に
い
わ
せ

れ
ば
―
―
三
重
0

0

の
意
味
に
お
い
て
不
正
を
行
な
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
第
一
に
、
親
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
（
婚

姻
法
）
に
服
従
し
な
い
か
ら
。
第
二
に
、
育
て
た
わ
れ
わ
れ
（
教
育
法
）
に
服
従
し
な
い
か
ら
。
そ
し
て
第
三
に
、
わ

れ
わ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
お
き
な
が
ら
服
従
せ
ず
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
方
が
悪
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

を
説
き
伏
せ
れ
ば
よ
い
の
に
（
わ
れ
わ
れ
法
律
を
改
正
す
る
努
力
を
す
れ
ば
よ
い
の
に
）、
そ
れ
も
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
。…
…
お
い
、ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
！　

わ
れ
わ
れ
と
わ
が
国
と
が
お
前
の
気
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
の
立
派
な
証
拠
を
、

わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
る
ぞ
。
お
前
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
国
を
出
た
こ
と
も
な
く
、
…
…
ま
た
他
国
の
こ
と
や
他
国
の
法

律
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
に
駆
ら
れ
た
こ
と
も
な
く
、
お
前
に
と
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
『
法
律
』
と
こ
の
国
と
が
満
足

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
熱
心
に
、
お
前
は
わ
れ
わ
れ
に
執
着
し
、
わ
れ
わ
れ
に
従
っ
て
国
民
生
活
を
す
る

こ
と
に
同
意
し
て
来
た
の
だ
。
そ
の
上
、
お
前
は
あ
の
裁
判
に
お
い
て
、
希
望
次
第
で
は
追
放
を
提
議
す
る
こ
と
も
許

さ
れ
て
い
た
。
…
…
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
お
前
は
あ
の
時
に
は
、
た
と
い
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
も
何
と

も
思
わ
な
い
、
な
ど
と
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
い
、
そ
し
て
追
放
よ
り
も
死
刑
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
…
…
そ
れ
を
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今
に
な
っ
て
脱
走
を
企
て
る
な
ん
て
、…
…
世
に
も
賤
し
い
奴
隷
の
す
る
よ
う
な
こ
と
を
、お
前
は
し
よ
う
と
す
る
の
か
」

と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
法
律
」
が
わ
れ
わ
れ
に
詰
問
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
答
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
ね
え
、

ク
リ
ト
ン
！　

認
め
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
考
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
判
決
も
―
―
そ
れ
が
ポ
リ
ス
の
名
に
お
い
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
―

―
必
ず
服
従
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
服
従
に
よ
っ
て
、
判
決
そ
の
も
の
が
正
し
と
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
判
決

の
内
容
は
、
不
正
な
人
た
ち
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
自

己
の
死
刑
に
よ
っ
て
曝
露
し
、
か
く
し
て
本
来
の
ポ
リ
ス
ヘ
の
自
覚
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ー
ン
（Platōn, B

. C
. 427-347

）
は
恩
師
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
厳
粛
な
死
に
お
い
て
、
現
実
の
国
家
の
不
正
を
見
た
。

し
か
し
、
現
前
の
国
家
が
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
を
死
刑
に
処
す
る
よ
う
な
不
正
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
国
家
の
あ
る
べ
き

姿
す
な
わ
ち
国
家
の
イ
デ
ア
は
、
い
っ
そ
う
強
い
輝
き
を
放
つ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
国
家
の
あ
る

べ
き
姿
・
形
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
古
来
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
そ
の
ポ
リ
ス
成
立
の
基
礎
を

「
正
義
」（dikē

）
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。“dikē”
と
は
「
分
配
」
に
関
係
を
も
つ
観
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
人
に
割
り

当
て
ら
れ
た
「
分
け
前
」（m

oira

）
を
守
っ
て
そ
の
分
に
安
ん
じ
、
も
っ
と
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
正

義
が
実
現
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
各
人
の
定
め
で
あ
り
運
命
で
あ
る
。
秩
序
あ
る
世
界

0

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
「
宇
宙
」（cosm

os=order

）
は
、

か
く
し
て
成
り
立
つ
。
反
対
に
も
し
、
各
人
が
そ
の
分
に
安
ん
ぜ
ず
し
て
分
限
を
越
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
正
で
あ
り
僣
越

（hybris

）
で
あ
っ
て
、
必
ず
復
讐
の
女
神
ネ
メ
シ
ス
（N

em
esis

←nēm
ō=distibute

）
の
怒
に
ふ
れ
て
罰
を
蒙
り
、
償
い
を

払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
―
―
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
統
的
な
運
命
観
で
あ
り
、
そ
の
運
命
観
の
上
に
立
つ
正
義
観
で
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。
そ
し
て
こ
う
い
う
正
義
の
観
念
に
、
思
想
的
な
基
礎
と
体
系
と
を
与
え
た
も
の
が
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
国
家
論
に
ほ
か
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
た
だ
一
人
で
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
の
欲
望
が
多
様
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
個
人
の
能
力
に
は
限
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
は
ま
ず
そ
の
欲
望
を
み
た
す
た
め
に
、
他
の
多
く
の
助
力
者

を
求
め
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
仲
間
が
一
ゕ
所
に
集
合
し
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
リ
ス
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

各
自
は
そ
の
天
分
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
職
業
を
選
び
、
そ
の
職
務
に
勉
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
が
洩
れ
な
く
十
分

に
食
い
・
十
分
に
着
・
十
分
に
寝
て
、
そ
う
し
て
神
を
讃
美
す
る
生
活
を
実
現
す
る
こ
と
が
そ
の
理
想
で
あ
る
が
、
し
か
し
も

し
人
口
が
無
制
限
に
増
加
す
れ
ば
、
必
ず
生
活
物
資
が
不
足
し
て
、
生
き
る
た
め
に
は
奪
掠
さ
え
も
敢
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
な

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
貧
困
や
戦
争
を
避
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
国
の
物
資
の
許
す
以
上
の
子
供
を
産
ま
な
い
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
い
う
条
件
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
の
充
足
が
公
平
に
行
な
わ
れ
る
社
会
を
、
プ
ラ
ト
ー
ン
は
「
健
全

な
ポ
リ
ス
」
と
呼
ぶ
。
―
―
と
こ
ろ
が
人
間
は
、
単
に
生
存
の
た
め
の
欲
望
を
み
た
す
と
い
う
段
階
に
、
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま

っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
欲
望
そ
の
も
の
が
次
第
に
分
化
し
洗
錬
せ
ら
れ
て
、
高
尚
な
文
化
活
動
を
も
求
め
る
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
分
業
は
い
よ
い
よ
細
か
く
専
門
化
し
、そ
の
地
盤
で
あ
る
ポ
リ
ス
は
ま
す
ま
す
膨
脹
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
一
国
が
従
来
の
枠
を
破
っ
て
膨
脹
し
よ
う
と
す
れ
ば
、必
ず
隣
接
の
国
々
と
の
間
に
衝
突
が
お
こ
る
。
す
な
わ
ち「
健

全
な
国
家
」
が
「
奢
侈
的
な
国
家
」（
文
化
国
家
）
に
転
じ
る
と
共
に
、
戦
争
は
避
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
戦

争
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
戦
争
の
技
術
に
長
じ
た
武
士
0

0

と
い
う
職
業
が
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
士
が
国

家
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
、
国
家
そ
の
も
の
が
亡
び
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
の
頭
の
な
か
で
―
―
す
な
わ
ち
思
想
の
な
か
で
―
―
成
立
し
て
来
た
国
家
は
、
さ
し
あ

た
り
ま
ず
衣
食
住
の
物
資
を
生
産
す
る
「
労
働
者
」
と
、
国
家
防
衛
の
役
割
を
果
す
「
武
士
」
と
か
ら
構
成
せ
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
と
こ
ろ
で
労
働
者
は
、
た
だ
生
活
物
資
の
生
産
に
励
め
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
そ
の
生
活
の
仕
方
に

ま
で
干
渉
す
る
必
要
は
な
い
、
と
プ
ラ
ト
ー
ン
は
考
え
る
。
こ
れ
は
一
種
の
自
由
放
任
主
義
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
け
れ

ど
も
、
し
か
し
そ
の
裏
に
は
、
実
は
労
働
者
に
対
す
る
ギ
リ
シ
ャ
人
一
般
の
侮
蔑
観
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
労
働
者
と
い
う
も
の
は
道
義
的
な
生
活
に
規
定
せ
ら
れ
る
必
要
が
な
い
、
と
い

う
よ
り
は
、
そ
れ
に
値
し
な
い

0

0

0

0

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る＊

。
た
だ
当
時
の
通
念
か
ら
い
っ
て
、
個
人
個
人
に
つ
い
て
は
そ
の
生

ま
れ
な
が
ら
の
身
分
に
生
涯
縛
り
つ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
職
人
の
子
供
で
も
才
能
の
あ
る
者
は
武
士
階
級
の
中
へ
入
れ
て
少

し
も
差
し
つ
か
え
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
身
分
を
あ
く
ま
で
固
定
的
に
考
え
る
封
建
思
想
と
の
相
異
が
見
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

理
想
主
義
者
の
プ
ラ
ト
ー
ン
と
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
現
実
主
義
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
で
さ
え
、
生
産
労
働
に
従

事
す
る
者
「
生
き
た
道
具
」
と
呼
ん
で
い
る
。（『
国
家
学
』
第
一
巻
第
四
章
）
そ
れ
が
黄
金
で
売
買
さ
れ
、
か
つ
生
殺
与
奪
の
権

ま
で
も
そ
の
所
有
者
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
以
上
、
当
時
の
労
働
者
は
典
型
的
な
「
奴
隷
」
で
あ
り
、
そ
の
奴
隷
を
捕
虜
の
形
で

獲
得
す
る
た
め
の
戦
争
を
繰
り
返
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
富
の
増
大
を
は
か
っ
た
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
の
帝
政
期
に
至
る
ま
で
一
貫

し
た
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
武
士
の
場
合
に
は
、
そ
の
重
大
な
職
責
を
果
す
た
め
に
、
生
活
の
仕
方
が
厳
格
に
規
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
防
衛
と
い
う
仕
事
に
身
も
心
も
捧
げ
る
た
め
に
は
、
身
辺
の
わ
ず
ら
い
か
ら
い
っ
さ
い
解
放
せ
ら
れ
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古
代

る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
身
辺
の
最
も
わ
ず
ら
わ
し
い
も
の
は
、
家
族
で
あ
る
。
自
分
の
家
族
を
も
つ
と
い

う
こ
と
は
、
人
間
を
そ
の
家
族
へ
の
配
慮
の
虜
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
い
て
は
家
族
生
活
の
た
め
の
金
銀
へ
の
強
い
欲
求

を
も
懐い
だ

か
し
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
武
士
の
心
を
共
同
体
か
ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
武
士
の

心
が
固
く
共
同
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
武
士
は
ま
ず
家
族
に
対
す
る
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
家
族
を
も
ち
な
が
ら
家
族
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
な
こ
と
で
あ
り

無
理
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
武
士
が
家
族
に
対
す
る
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に

は
―
―
根
本
的
に
い
っ
て
―
―
家
族
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
士
階
級
に
お
い
て

家
族
が
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
武
士
は
す
べ
て
独
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
全
部
の
武
士
が
独
身
で
通
せ
ば
、
武
士
階
級
は
や
が
て
絶
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
武
士
階
級
が
絶
滅
し
な
い
た

め
に
は
、
や
は
り
武
士
の
子
供
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
武
士
は
家
族
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の

条
件
を
同
時
に
み
た
す
も
の
は
、
婦
人
の
共
有

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
―
―
こ
う
い
う
わ
け
で
、
一
見
奇
抜

に
感
じ
ら
れ
る
「
婦
人
の
共
有
」
と
い
う
考
え
も
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
国
家
論
に
お
い
て
は
、
決
し
て
偶
然
の
思
い
つ
き
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
プ
ラ
ト
ー
ン
が
婦
人
の
共
有
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
無
制
限
な
乱
婚
を
認
め
た
こ
と
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ

反
対
に
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
考
に
よ
れ
ば
、
男
女
の
結
合
は
厳
格
な
規
律
の
下
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、

す
ぐ
れ
た
男
子
が
す
ぐ
れ
た
婦
人
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
す
ぐ
れ
た
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
せ
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
か
く
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
の
国
家
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
れ
た
男
子
は
す
ぐ
れ
た
婦
人
と
の
み
交
わ
り
、
劣
等
な
男
子
は
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ギ
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シ
ャ
に
お
け
る
社
会
的
正
義

劣
等
な
婦
人
と
だ
け
し
か
交
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
そ
し
て
更
に
、
す
ぐ
れ
た
男
女
の
間
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
だ
け
が
育
て
上

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
家
族
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
子
供
は
生
ま
れ
る
と
ま
も
な
く
母
の
手
か
ら

離
さ
れ
て
、
共
同
の
育
児
園
で
乳
母
の
手
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
す
べ
て
の
人
々
が
共
同
の
家
で
共
同
の

食
事
を
し
な
が
ら
、
武
技
・
舞
踏
・
狩
猟
な
ど
も
共
同
に
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
武
士
の
生
活
に
は
、
自
分
の
財

産
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
不
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
者
に
は
自
由
に
許
さ
れ
た
私
有
財
産
が
、

武
士
に
対
し
て
は
全
然
許
さ
れ
な
い
こ
と
も
当
然
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
家
族
と
私
有
財
産
が
完
全
に
廃

止
せ
ら
れ
る
以
上
、
武
士
階
級
に
お
い
て
は
各
人
は
全
く
平
等
無
差
別
で
あ
っ
て
、
男
女
の
間
に
す
ら
な
ん
ら
本
質
的
な
区
別

は
認
め
ら
れ
な
い
。
家
族
生
活
か
ら
解
放
せ
ら
れ
た
婦
人
に
は
、
男
と
は
違
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
女
の
仕
事
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
も
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
女
も
ま
た
男
と
同
様
、
戦
争
に
出
陣
し
、
国
家
の
統
治
に
も
関
与

す
る
。
た
だ
そ
の
場
合
顧
慮
さ
れ
た
こ
と
は
、
比
較
的
軽
い
任
務
を
あ
て
が
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
生
活
形
態
は
、
決
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
の
単
な
る
空
想
か
ら
は
じ
め
て
生
ま
れ
出
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
成
る
程
度
ギ
リ
シ
ャ
の
古
い
時
代
の
武
士
団
体
に
お
い
て
見
ら
れ
た
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
考
え
ら
れ
た
ユ

ー
ト
ピ
ア
思
想
は
、
当
時
の
い
わ
ば
流
行
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
第
一
の
喜
劇
詩
人
ア
リ
ス
ト
パ
ー
ネ

ス
（A

ristophanes, B
. C

. 451-385

）
の
晩
年
の
作
『
婦
人
議
会
』
な
ど
は
、そ
の
典
型
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
婦

人
議
会
』
は
、
―
―
或
る
者
は
富
裕
を
き
わ
め
他
の
者
は
赤
貧
の
境
遇
に
お
ち
ぶ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
―

―
す
べ
て
の
人
が
い
っ
さ
い
の
も
の
を
共
有
し
、
そ
の
共
有
財
産
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
が
楽
し
く
暮
せ
る
よ
う
に
し
よ
う
と

す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
社
会
主
義
的
企
図
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
い
っ
さ
い
の
労
働
を
や
は
り
奴
隷
に
引
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古
代

き
受
け
さ
せ
て
自
由
市
民
た
ち
だ
け
の
「
怠
け
者
の
理
想
郷
」
を
夢
み
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た＊

。
こ
れ
に
対
し
、
プ
ラ

ト
ー
ン
の
国
家
論
は
、
―
―
同
じ
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想＊
＊

で
あ
り
な
が
ら
―
―
国
家
の
あ
る
べ
き
姿
と
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
結

び
つ
け
て
、
積
極
的
に
イ
デ
ア
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
す
な
わ
ち

プ
ラ
ト
ー
ン
の
国
家
論
が
―
―
否
、
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
そ
の
も
の
が
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
育
成
を
念
願
す
る
と
い
う
点

で
、
広
い
意
味
に
お
い
て
教
育
論
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

＊　

提
案
さ
れ
た
新
奇
な
プ
ラ
ン
を
よ
く
の
み
込
め
な
い
男
が
、
そ
れ
を
提
案
し
た
婦
人
に
向
っ
て
、「
で
は
、
い
っ
た
い
誰
が
畠

を
耕
す
の
で
す
か
、」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
婦
人
は
即
座
に
「
奴
隷
で
す
。
あ
な
た
は
夕
方
、
一
風
呂
あ
び
て
か
ら
、

食
卓
に
つ
け
ば
よ
い
の
で
す
、」
と
答
え
て
い
る
。（650

）

＊
＊　

ユ
ー
ト
ピ
ア
（utopia

）
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
とou

（
無
）
とtopos

（
所
）
の
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、「
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
所
」
を
意
味
し
、
現
実
の
あ
ま
り
芳
し
く
な
く
状
態
の
社
会
と
は
ち
ょ
う
ど
対
立
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
観
念
の

世
界
に
お
い
て
理
想
的
に
描
か
れ
た
社
会
の
す
が
た
を
指
す
。
こ
の
意
味
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
た
の
は
、
モ

ー
ア
（Thom

as M
ore, 1478-1835

）
の“U

topia”
（1516

）
で
あ
る
。
全
篇
の
枢
軸
を
な
す
も
の
は
、「
羊
が
人
を
食
い
殺
し
て

い
る
」
と
称
せ
ら
れ
る
「
囲
い
込
み
」（enclosure

）
が
ひ
き
起
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
国
の
理
想
社
会
を
見
て
き
た

作
中
の
人
物
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
（R

aphaell H
ythlodaye

）
の
口
を
通
し
て
、
ま
ず
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
社

会
の
矛
盾
が
痛
烈
に
描
き
出
さ
れ
、
現
実
の
こ
の
悲
惨
な
状
態
に
対
し
て
、
独
占
の
排
除
・
農
地
の
回
復
・
自
営
態
と
小
生
産
者

の
保
護
が
提
案
せ
ら
れ
る
。「
疑
い
も
な
く
、
所
有
が
私
有
で
あ
り
、
金
が
全
勢
力
を
持
つ
と
こ
ろ
で
は
、
国
が
正
し
く
治
め
ら

れ
て
繁
栄
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
す
。
…
…
こ
の
私
有
財
産
制
度
が
追
放
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
も
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の
の
平
等
な
正
し
い
分
配
が
な
さ
れ
る
筈
は
な
く
、
ま
た
完
全
な
幸
福
は
人
々
の
間
に
こ
な
い
だ
ろ
う
と
堅
く
信
じ
て
い
ま
す
、」

と
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
は
最
後
に
語
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
内
容
を
も
っ
た
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
書
く
に
際
し
て
、
モ
ー
ア
が
プ
ラ
ト
ー

ン
の
国
家
論
を
重
要
な
手
が
か
り
と
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
モ
ー
ア
は
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
を
し
て
「
プ
ラ
ト
ー
ン
の
鋭
い
眼
力

は
よ
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
平
等
が
確
立
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
は
一
般
大
衆
の
幸
福
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
こ
と
を
、
見
抜
い

て
い
た
の
で
す
、」
と
語
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、「
私
有
財
産
の
廃
棄
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
理
想
国
家
と
モ
ー
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
共
通
で
あ

る
と
し
て
も
、
プ
ラ
ト
ー
ン
は
ポ
リ
ス
と
い
う
共
同
体
全
体
0

0

の
保
持
を
眼
目
と
し
た
の
で
あ
る
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
モ
ー
ア
は

む
し
ろ
個
人
0

0

の
立
場
か
ら
そ
の
自
由
と
幸
福
の
実
現
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
大
き

な
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
が
、
見
の
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
時
代
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る

と
き
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
が
つ
ね
に
よ
り
よ
き
社
会
の
実
現
を
念
願
す
る
限
り
、
理
想
的
な
社
会
形
態
が
く
り
か
え
し
構
想
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
（C

laude H
enri de R

ouvroy C
om

te de Saint-Sim
on, 1760-1825

）
お
よ
び
サ
ン
・
シ
モ
ン
主

義
者
た
ち
の
主
張
し
た
」「
各
人
は
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
そ
の
働
き
に
応
じ
て
受
け
取
る
」
こ
と
を
原
理
と
す
る
新
ら
し
い
生

産
体
制
、フ
ー
リ
エ（François M

arie C
harles Fourier, 1772-1837

）の
調
和
主
義
の
実
現
を
期
す
る「
産
業
的
・
統
制
的
新
世
界
」、

オ
ー
エ
ン
（R

obert O
w

en, 1771-1858

）
の
「
和
合
と
協
同
の
村
」
な
ど
、そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
共
産
党
宣
言
』（
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
の
中
で
は
、「
未
来
の
社
会
の
空
想
的
な
叙
述
」
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、「
空
想
的
社
会
主
義
」
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
空
想
的
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
わ
け
は
、
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古
代

社
会
主
義
社
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
ち
な
が
ら
も
、
実
現
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
示
す
こ
と
な
く
、
た
だ
人
々
の
理
性
と
心

情
に
訴
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
小
規
模
の
国
家
で
あ
り
、
国
家
は
大
規
模
の
人
間
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
人
間
の
か
ら
だ
が

頭
と
胸
と
臓
腑
の
三
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
は
統
治
階
級
（
哲
学
者
）・
防
衛
階
級
（
武
士
）・
生
産
階
級

（
労
働
者
）
の
三
つ
の
階
級
か
ら
成
り
立
つ
。
そ
し
て
更
に
、
人
体
の
三
つ
の
部
分
に
対
応
す
る
魂
の
三
つ
の
部
分
が
理
性
・

気
力
・
欲
情
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
知
恵
の
徳
・
勇
気
の
徳
・
節
制
の
徳
が
成
り
立
つ
よ
う
に
、
国
家
を
構
成
す
る
三

つ
の
階
級
に
つ
い
て
も
、
統
治
階
級
で
あ
る
哲
学
者
の
徳
は
知
恵
で
あ
り
、
防
衛
階
級
で
あ
る
武
士
の
徳
は
勇
気
で
あ
り
、
生

産
階
級
で
あ
る
労
働
者
の
徳
は
節
制
で
あ
る
。
た
だ
、
基
本
的
な
徳
目
は
右
の
三
つ
を
も
っ
て
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い

う
の
は
、
人
間
も
国
家
も
決
し
て
単
な
る
寄
せ
集
め
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
統
一
体
で
あ
り
、
統

一
体
に
は
や
は
り
そ
れ
固
有
の
徳
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「
統
一
」
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
に
し

て
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
卑
近
な
と
こ
ろ
に
例
を
と
っ
て
、
人
間
の
身
体
が
頭
と
胸
と
臓
腑
と
か
ら
成
っ
て
い

な
が
ら
、
し
か
も
「
か
ら
だ
」
と
し
て
の
統
一
を
具
現
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
頭
と
胸
と
の
間
に
頸
が
あ
り
、
胸
と
臓
腑
と
の
間
に
横
隔
膜
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
を
得
て
心
臓

が
頭
に
上
っ
た
り
大
腸
が
胸
に
上
っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
そ
の
分

を
守
っ
て
濫み
だ

り
に
他
を
侵
さ
な
い
の
が
そ
の
も
の
の
正
し
い
姿

0

0

0

0

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
正
義
も
ま
た
、
統
治
階
級
と

防
衛
階
級
と
生
産
階
級
と
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
分
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
者
の
知
恵
の
徳
と
武
士
の
勇
気
の
徳
と
労
働
者

の
節
制
の
徳
と
が
そ
れ
ぞ
れ
所
を
得
て
調
和
0

0

す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
国
家
の
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
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ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
社
会
的
正
義

は
、
ま
ず
右
に
述
べ
た
よ
う
な
国
家
の
あ
る
べ
き
姿

0

0

0

0

0

す
な
わ
ち
国
家
の
イ
デ
ア

0

0

0

を
直
観
す
る
こ
と
の
で
き
る
哲
学
者
的
素
質
を

具
え
た
人
が
、
統
治
者
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
プ
ラ
ト
ー
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
人
政
治
論
」
は
、
右
の
よ
う
な

考
え
方
に
も
と
づ
い
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ー
ン
は
い
う
。「
諸
国
に
お
い
て
哲
学
者
す
な
わ
ち
愛
智
者
が
王
に
な

る
か
、
或
は
今
日
の
い
わ
ゆ
る
王
侯
が
本
当
に
知
恵
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
政
治
と
哲
学
と
が
合
致
し
、
目
下
の
と
こ
ろ
両

者
の
い
ず
れ
か
一
方
に
だ
け
向
っ
て
進
ん
で
い
る
人
々
の
多
く
の
本
性
が
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
国
家
や
種

族
の
不
幸
の
や
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」（Politeia, 473

）

　

プ
ラ
ト
ー
ン
は
更
に
そ
れ
に
続
い
て
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
構
想
し
て
来
た
よ
う
な
国
家
の
組
織
は
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て

は
と
う
て
い
成
立
の
可
能
性
は
な
く
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
、」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
「
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
単
な
る
夢
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
困
難
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
と
か
す
れ
ば
実
現
で
き

る
こ
と
で
あ
り
、」（ibid., 540

）
ま
た
、
ひ
と
た
び
哲
学
的
自
覚
を
も
っ
た
者
は
そ
の
実
現
に
向
っ
て
努
力
せ
ず
に
は
お
れ
な

い
と
い
う
の
が
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
固
い
信
念
で
あ
っ
た＊

。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
ま
ず
、『
政
治
家
』
篇
（Politikos

）
に
お
い

て
一
歩
現
実
に
接
近
し
た
法
治
政
治＊
＊

を
説
き
、
晩
年
の
大
作
『
法
津
』
篇
（N

om
oi

）
に
お
い
て
は
更
に
進
ん
で
現
実
の
立
法

事
業
に
携
わ
る
人
々
に
対
す
る
指
針
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
ま
で
書
い
た
の
で
あ
る
。
本
来
理
想
主
義
者
で
あ
る
プ
ラ
ト
ー

ン
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
実
現
可
能
な
次
善
の
策

0

0

0

0

を
考
案
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
彼
が
二
度
も
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
渡
っ
て

試
み
た
政
治
活
動
が
二
度
と
も
失
敗
し
た
と
い
う
苦
い
体
験
に
よ
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
プ
ラ
ト

ー
ン
が
「
上
か
ら
下
へ
」
の
道
に
よ
っ
て
現
実
に
接
近
し
得
る
こ
と
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ー
ン
の
い

だ
く
理
想
に
い
っ
そ
う
経
験
的
な
基
礎
を
与
え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
下
か
ら
上
へ
」
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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古
代

ー
ス
（A

ristotelēs, B
. C

. 384-322

）
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

有
名
な
「
洞
窟
の
比
喩
」
の
中
で
プ
ラ
ト
ー
ン
は
、
ひ
と
た
び
イ
デ
ア
を
直
観
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
・
哲
学
的
自
覚
を
も
つ

こ
と
の
で
き
た
人
が
、
ふ
た
た
び
洞
窟
の
中
へ
ひ
き
か
え
し
て
―
―
仲
間
の
物
笑
い
に
な
り
な
が
ら
も
―
―
上
の
イ
デ
ア
の
世
界

へ
連
れ
出
す
べ
く
、
仲
間
に
説
き
勧
め
ず
に
は
お
れ
な
い
、
と
い
う
か
た
ち
で
自
己
の
信
念
を
吐
露
し
て
い
る
。

＊
＊　
『
ポ
リ
テ
ィ
ア
（
国
家
）』
篇
に
お
い
て
「
哲
人
政
治
」
を
説
い
た
プ
ラ
ト
ー
ン
が
、『
政
治
家
』
篇
に
お
い
て
「
法
治
政
治
」

を
説
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
前
者
に
望
み
を
絶
っ
て
後
者
へ
指
向
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
法

治
政
治
」
の
「
法
」
の
内
容
を
な
す
も
の
は
、
依
然
と
し
て
哲
人
の
知
慧
な
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
ラ
ト
ー
ン
に
お
い
て
は
「
法
治

政
治
」
は
「
哲
人
政
治
」
の
具
体
化
へ
の
第
一
歩
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
そ
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
集
め
ら
れ
た
も

ろ
も
ろ
の
国
制
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
、
何
が
国
家
を
保
全
し
何
が
国
家
を
破
滅
さ
せ
る
か
を
研
究
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
ど

う
い
う
わ
け
で
或
る
国
家
は
よ
く
治
め
ら
れ
他
の
国
家
は
よ
く
治
め
ら
れ
な
い
か
を
も
考
え
て
み
よ
う
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
の

事
柄
が
明
か
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
最
も
よ
い
国
家
が
ど
う
い
う
構
造
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
如
何

な
る
秩
序
を
国
家
は
必
要
と
し
、
如
何
な
る
法
律
や
慣
習
を
国
家
は
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
を
も
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」（Ethica N

icom
achea, 1181b.

）
事
実
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
指
導

の
下
に
百
五
十
八
の
ポ
リ
ス
の
制
度
が
記
録
さ
れ
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
現
存
す
る
も
の
は
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ー
ス
自
身
が
叙
述
の
標
準
を
示
す
た
め
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
―
―
『
ア
テ
ー
ナ
イ
の
国
制
』（A

thēnaiōn politeria

）
一
巻
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に
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け
る
社
会
的
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だ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
っ
て
彼
が
い
か
に
経
験
的
事
実
を
尊
重
し
た
か
を
う
か
が
う
に
十
分
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
を
通
じ

て
変
ら
な
か
っ
た
・
い
わ
ゆ
る
・「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
方
法
」
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
よ
く
知
ら
れ
た

も
の
・
よ
り
先
き
な
る
も
の
か
ら
そ
れ
自
体
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
先
き
な
る
も
の
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。「
そ
れ
自
体

に
と
っ
て
よ
り
先
き
な
る
も
の
」
即
ち
そ
の
も
の
を
し
て
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
・
そ
の
も
の
の
本
当
の
姿

0

0

0

0

は
、
―
―
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ー
ス
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
―
―
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
先
き
な
る
も
の
」
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
身
近
か
に

見
出
さ
れ
る
・
そ
の
も
の
の
現
に
あ
る
姿

0

0

0

0

0

の
中
に
お
い
て
の
み
存
在
し
得
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ー
ス
は
そ
の
『
国
家
学
』
の
冒
頭
、
ま
ず
い
っ
さ
い
の
虚
構
を
排
し
て
、
自
然
の
ま
ま
の
人
間
生
活
の
姿
を
み
つ
め
る
こ
と
か

ら
始
め
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
主
人
と
奴
隷
、
夫
と
妻
、
親
と
子
の
三
通
り
の
依
存
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
共
同
体
と
し
て

の
家
、
そ
の
上
に
成
り
立
つ
村
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
成
り
立
つ
ポ
リ
ス
を
見
出
す
。
実
に
ポ
リ
ス
こ
そ
は
よ
く
生
き
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

自
足
の
全
き
極
限
に
達
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ポ
リ
ス
が
人
間
の
自
然
（physis

）
あ
る
い
は
本
性
に
属
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
人
間
が
そ
の
本
性
上
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」（zōon politikon

）
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く

し
て
そ
の
反
面
、
本
性
上
ポ
リ
ス
を
有
し
な
い
も
の
は
、
人
間
よ
り
劣
等
な
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
優
越
せ
る
も
の
で
あ
る
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る＊

。

＊　
「
一
つ
以
上
の
村
か
ら
出
来
て
完
成
し
た
共
同
体
が
ポ
リ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
何
も
の
も
欠
け
て
い
る
も
の
が
な
い
と

い
っ
た
自
足
の
終
極
に
す
で
に
達
し
て
い
る
も
の
で
、
な
る
ほ
ど
生
活
の
た
め
に
生
じ
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
善
き
生
活

の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
す
べ
て
の
ポ
リ
ス
は
、
も
し
最
初
の
共
同
体
が
自
然
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、

や
は
り
自
然
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ポ
リ
ス
は
そ
れ
ら
の
共
同
体
の
終
局
の
目
的
（telos

）
で
あ
り
、
ま
た
自
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古
代

然
が
終
局
目
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
成
が
そ
の
終
極
に
達
し
た
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
―
―
例
え
ば
人
や
馬
や
家
の
―
―
自
然
（physis

）
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
或
る
事
物
が
そ
れ
0

0

の
た
め
に
あ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
0

0

・
す
な
わ
ち
終
局
目
的
は
、
最
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
足
は
終
局

目
的
で
も
あ
り
、
最
上
の
も
の
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
明
か
に
な
る
の
は
、
ポ
リ
ス
が
自
然
に
あ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
人
間
は

0

0

0

ピ
ュ
ー
ジ
ス
に
従
っ
て
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、
ま
た
偶
然
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ピ
ュ
ー
ジ
ス
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス

を
な
さ
ぬ
も
の
は
劣
悪
な
人
間
で
あ
る
か
、

[

ち
ょ
う
ど
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
た
「
部
族
も
な
く
、
法
も
な
く
、
炉
も
な
き
者
」（Ilias, IX

, 63.

）
の
よ
う
に
劣
悪

な
人
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ピ
ュ
ー
ジ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
者
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ま
た
戦
を
好
む
も
の
で
あ
る
か
ら
。〕

あ
る
い
は
人
間
よ
り
す
ぐ
れ
た
者
で
あ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（Politica, 1252 b - 1253a

）

　
「
だ
か
ら
ま
た
、
ピ
ュ
ー
ジ
ス
に
従
っ
て
ポ
リ
ス
は
家
や
わ
れ
わ
れ
個
人
よ
り
先
き
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
は
部
分
よ
り

先
き
に
あ
る
の
が
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
、
ポ
リ
ス
が
自
然
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
ピ
ュ
ー
ジ
ス
に
従
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
よ
り
先
き
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
明
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
、
も
し
そ
れ
が
孤
立
さ

せ
ら
れ
た
時
に
自
足
的
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ポ
リ
ス
に
対
し
て
、
ち
ょ
う
ど
部
分
が
全
体
に
対
す
る
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
あ
る

で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
共
同
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
か
、
あ
る
い
は
自
足
し
て
い
る
の
で
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な

い
者
は
、
決
し
て
ポ
リ
ス
の
部
分
で
は
な
い
、
従
っ
て
野
獣
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
神
で
あ
る
。」（1253a

）
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と
こ
ろ
で
現
実
の
ポ
リ
ス
は
、
ど
う
い
う
姿
を
呈
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
統
治
者
が
単

一
人
で
あ
る
か
・
少
数
で
あ
る
か
・
そ
れ
と
も
多
数
で
あ
る
か
に
従
っ
て
、
そ
の
形
態
は
君
主
政
体
・
貴
族
政
体
・
共
和
政
体

の
三
つ
に
分
れ
る
。
こ
れ
ら
の
政
体
は
、
そ
の
権
力
が
万
人
の
福
利
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
限
り
、
い
ず
れ
も
ひ
と
し
く
善
で

あ
る
が
、
し
か
し
も
し
権
力
が
支
配
者
の
利
益
の
た
め
に
の
み
行
使
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
君
主
政
体
は
専
制
政
体
に
、

貴
族
政
体
は
寡
頭
政
体
に
、
共
和
政
体
は
衆
愚
政
体
に
堕
落
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
危
険
を
避
け
る
た

め
に
は
、
現
実
の
政
治
生
活
に
お
い
て
理
性
0

0

を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
極
度
に
富
め
る
も
の
は
傲
慢
と

な
り
、
極
度
に
貧
し
い
も
の
は
無
頼
と
な
っ
て
、
い
ず
れ
も
共
に
理
性
的
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
中
流
階
級
は
、
富
を
中
位

に
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
理
性
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
中
流
階
級
の
者
は
―
―
極
富
の
者
の
よ
う
に
―
―
た
だ

一
方
的
に
他
の
人
々
を
支
配
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
ず
、
ま
た
―
―
極
貧
の
者
の
よ
う
に
―
―
た
だ
奴
隷
的
に
支
配
さ
れ
る
こ

と
に
慣
れ
て
徒
ら
に
卑
屈
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
ま
さ
に
「
中
庸
」（m

esotēs

）
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
も
し
理
性
的
な
政
治
を
確
保
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
常
に
中
流
階
級
に
着
目
し
て
、
そ
の
勢
力
を
し

て
貧
富
両
階
級
を
合
し
た
勢
力
よ
り
も
大
な
ら
し
め
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
正
義
が
行

な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
革
命
が
お
こ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば

正
義
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
は
、
そ
の
第
五
巻
全
部
（1129a-1138b
）
を
正
義
の
問
題
の
考
察
に
あ
て
て
い
る
。
ま
ず
一
般
に
、

正
義
な
ら
び
に
不
正
義
が
い
く
つ
か
の
意
味
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
論
述
が
進
め
ら
れ
、
そ
し
て
結
局
「
正
義

と
は
究
極
的
な
徳
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
る
。（1129b
）
か
く
し
て
究
極
的
に
は
正
義
と
徳
と
は
同
じ
も
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の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
存
在
の
仕
方
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
人
へ
の
関
連

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
見
ら
れ
る
限
り
「
正
義
」

で
あ
り
、
自
分
か
ぎ
り
の
状
態

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
見
ら
れ
る
限
り
「
徳
」
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。（1130a

）
し
か
し
、
か
よ

う
な
・
い
わ
ば
広
い
意
味
に
お
い
て
の
正
義
が
当
面
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
狭
い
意
味
に
お
い
て
の
正
義
す
な
わ
ち

「
徳
の
一
部
分
で
あ
る
正
義
」
に
探
究
の
焦
点
が
向
け
ら
れ
る
。
部
分
的
な
正
義
と
は
、
勇
敢
・
節
制
・
寛
厚
な
ど
と
相
並
ん

で
徳
全
体
の
一
部
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
分
か
れ
て
次
の
二
種
類
と
な
る
。
そ
の
一
つ
は
「
名
誉
と
か
財
貨
と

か
そ
の
他
お
よ
そ
国
家
の
公
民
の
間
に
分
た
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
配
分
0

0

に
お
け
る
正
義
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
も
の
は
も
ろ

も
ろ
の
相
互
交
渉
に
お
い
て
調
整
0

0

の
役
目
を
果
す
べ
き
正
義
で
あ
る
。」（1130b

）
前
者
が
い
わ
ゆ
る
配
分
的
正
義
（dikaion 

dianem
ētikon=distributive justice

）
で
あ
り
、
後
者
が
匡
正
的
正
義
（dikaion diorthōtikon=corrective justice

）
あ
る
い
は

平
均
的
正
義
な
い
し
は
均
分
的
正
義
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
正
義
は
ど
う
い
う
わ
け
で
こ
う

い
う
ふ
う
に
複
雑
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
も
し
単
に
物
を
分
配
す
る
だ
け
な
ら
ば
事
は
極
め
て
簡
単
で
あ
っ
て
算
数
の
割
算
だ
け
で
事
た
り
る
け
れ
ど
も
、

分
け
ら
れ
る
「
物
」
の
ほ
か
に
、
分
け
前
に
あ
ず
か
る
「
人
」
を
考
慮
に
入
れ
る
と
な
る
と
、
事
情
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。そ
も
そ
も
人
間
の
性
質
才
能
に
は
強
弱
優
劣
さ
ま
ざ
ま
の
差
異
が
あ
っ
て
、決
し
て
一
様
で
は
な
い
。か
よ
う
に「
も

し
人
々
が
均
等
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
均
等
な
も
の
を
取
得
す
べ
き
で
は
な
く
、
均
等
で
な
い
人
々
が
均
等
な
も
の
を
取
得

し
た
り
配
分
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、必
ず
や
闘
争
や
悶
着
が
生
じ
る
」こ
と
で
あ
ろ
う
。（1131a

）か
く
し
て
、

正
し
い
配
分
と
は
比
例
的
平
等

0

0

0

0

0

を
実
現
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
正
」
と
は
「
比
例
的
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、「
不
正
」と
は「
比
例
背
反
的
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（1131b

）こ
れ
が
配
分
的
正
義

0

0

0

0

0

の
考
え
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
―
―
個
人
差
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
―
―
も
っ
ぱ
ら
平
均
的

に
考
え
・
平
均
的
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る＊

。
と
い
う
の
は
、「
善
い
人
が
悪
い
人
か
ら
詐
取
し
て
も
、
悪

い
人
が
善
い
人
か
ら
詐
取
し
て
も
、
全
然
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
法
の
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
は
、
た
だ

そ
の
害
悪
の
差
等
だ
け
で
あ
っ
て
、
誰
が
不
正
を
は
た
ら
き
誰
が
は
た
ら
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
誰
が
害
悪
を
与
え
誰

が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
法
は
彼
ら
を
均
等
な
人
々
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
従
っ
て
裁
判
官
の
均
等
化
し
よ
う
と
試

み
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
の
意
味
の
不
正
す
な
わ
ち
不
均
等
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
詳
し
く
い
う
な
ら
ば
、
一
方
が
傷
つ
け
ら

れ
他
方
が
傷
つ
け
る
と
い
う
場
合
と
か
、
甚
し
い
の
に
な
る
と
一
方
が
殺
し
他
方
が
殺
さ
れ
る
と
か
い
う
場
合
に
し
て
も
、
す0

る0

と
さ
れ
る

0

0

0

と
が
不
均
等
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
裁
判
官
は
一
方
か
ら
利
得
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
失
の
均
等
化

を
試
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
裁
判
官
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
、正
義
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（1132a

）

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
義
は
利
得
と
損
失
と
の
不
均
等
の
匡
正
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
匡
正
的
正
義

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
、

ま
た
配
分
的
正
義
と
の
ち
が
い
を
内
容
的
に
は
っ
き
り
示
す
た
め
に
平
均
的
正
義

0

0

0

0

0

な
い
し
は
均
分
的
正
義

0

0

0

0

0

と
も
称
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る＊
＊。

＊
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
配
分
的
正
義
の
比
例
を
「
幾
何
学
的
比
例
」、
そ
れ
に
対
し
て
匡
正
的
正
義
の
比
例
を
「
算
術
的
比
例
」
と

い
う
ふ
う
に
区
別
し
て
い
る
。

＊
＊　

裁
判
官
は
い
つ
で
も
人
と
人
と
の
交
渉
の
中
へ
介
入
し
て
調
整
の
役
割
を
演
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
口
に

人
と
人
と
の
交
渉
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
も
、
随
意
的
な
も
の
と
不
随
意
的
な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。「
例
え
ば
販
売
・
購
買
・
貸
金
・
質
入
・
貸
与
・
寄
託
・
雇
傭
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
は
随
意
的
で
あ
り
、
不
随
意
的
な
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性
質
の
交
渉
に
は
、
例
え
ば
竊せ
っ
と
う盗

・
姦
淫
・
投
毒
・
誘
拐
・
奴
隷
誘
出
・
謀
殺
・
偽
証
な
ど
の
よ
う
に
隠
密
の
う
ち
に
行
な
わ
れ

る
性
質
の
も
の
と
、
例
え
ば
侮
辱
的
行
為
・
監
禁
・
殺
人
・
強
奪
・
傷
害
・
罵
詈
・
虐
待
な
ど
の
よ
う
に
暴
力
的
な
性
質
の
も
の

と
が
あ
る
。」（1131a

）
当
人
の
意
志
に
反
し
て
な
さ
れ
る
不
正
は
、
―
―
暴
力
的
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
―
―
隠
密
の
う

ち
に
な
さ
れ
る
場
合
で
も
、
直
ち
に
裁
判
官
の
手
に
よ
っ
て
司
法
的
正
義

0

0

0

0

0

が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
当
事
者

相
互
間
の
取
引
を
内
容
と
す
る
交
換
的
正
義

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
―
―
裁
判
官
に
訴
え
る
前
に
―
―
い
ち
お
う
ま
ず
当
人
同
士
の
自
由

な
交
渉
に
よ
っ
て
、
そ
の
処
理
を
工
失
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
司
法
的
正
義
と
交
換
的
正
義
と
は
、
同
じ
匡
正
的
正
義
の

二
つ
の
現
象
形
態
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
人
間
は
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
、
右
に
述
べ
た
配
分
的
正
義
と
匡
正
的
正
義
と
を

併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
間
政
治
を
実
現
す
る
こ
と
を
そ
の
理
想
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
の
時
代
す
な
わ
ち
紀
元
前
四
世
紀
の
頃
の
ポ
リ
ス
が
、
か
つ
て
の
ポ
リ
ス
と
は
す
っ
か
り
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
は
公
共
的
で
あ
っ
て
、
貧
者
も
富
者
も
そ
の
生

活
内
容
に
た
い
し
て
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
共
同
生
活
を
内
容
と
す
る
ポ
リ
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自

足
・
自
由
・
自
律
の
立
場
を
堅
持
し
な
が
ら
、
し
か
も
ギ
リ
シ
ャ
文
化
圏
の
統
一
を
美
し
く
実
現
す
る
こ
と
を
期
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ペ
ル
シ
ャ
の
圧
迫
の
減
退
は
、
統
一
へ
の
努
力
を
弛
緩
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
逆
に
ポ
リ
ス
相
互
間
の

優
位
争
い
を
誘
発
し
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
（B

. C
. 431-404

）
の
結
果
ア
テ
ー
ナ
イ
が
ス
パ
ル
タ
に
徹
底
的
に
ふ
み
に
じ
ら

れ
る
に
及
ん
で
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
魂
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
ポ
リ
ス
は
、
ア
テ
ー
ナ
イ
の
没
落
と
共
に
没
落
し
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
ポ
リ
ス
の
没
落
が
必
ず
し
も
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
凋
落
を
意
味
し
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
否
、
む
し

ろ
反
対
に
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
超
国
家
的
な
発
展
が
そ
れ
と
並
行
的
に
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
プ

ラ
ト
ー
ン
の
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
に
集
っ
た
学
徒
が
、
ア
テ
ー
ナ
イ
人
よ
り
も
却
っ
て
各
地
か
ら
の
イ
オ
ー
ニ
ア
人
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
は
も
は
や
ア
テ
ー
ナ
イ
だ
け
の
学
府
で
は
な
く
し
て
、

ギ
リ
シ
ャ
文
化
圏
全
体
の
学
府
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
失
わ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
民
族
の
統
一
は
、
ギ
リ
シ
ャ
文

化
の
統
一
に
よ
っ
て
替
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
情
勢
の
変
化
は
、
当
然
ポ
リ
ス
の
内
部
事
情
に
も
反
映
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
権
力
争
い
に
よ

る
分
裂
は
個
人
主
義
を
助
長
し
、
貧
富
の
対
立
を
激
化
し
て
、
も
は
や
従
来
の
よ
う
な
共
同
体
の
生
活
を
不
可
能
な
ら
し
め
、

ポ
リ
ス
と
は
要
す
る
に
私
人
の
利
益
的
結
合
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
―
―
か
つ
て

は
市
民
と
し
て
の
当
然
の
義
務
と
考
え
ら
れ
た
の
と
は
打
っ
て
変
っ
て
―
―
ポ
リ
ス
の
集
会
や
裁
判
に
出
席
す
る
も
の
は
、
日

給
を
欲
し
が
る
貧
乏
人
か
、
そ
れ
ら
の
貧
乏
人
を
利
用
し
て
私
利
を
は
か
ろ
う
と
す
る
政
治
家
位
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い

う
ふ
う
に
し
て
、個
人
の
生
活
が
ポ
リ
ス
と
は
か
か
わ
り
な
し
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

教
養
の
あ
る
人
々
は
好
ん
で
公
共
的
生
活
か
ら
隠
れ
て
精
神
文
化
の
世
界
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
汎
ギ
リ
シ
ャ
的
に
」
生
き
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
私
的
生
活
も
或
る
面
に
お
い
て
は
国
家
の
保
護
を
必
要
と
す
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
各
自
は
も
は
や
国
家
の
政
治
に
関
与
し
た
く
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
特
定
の
強
力
な
個
人
に
い
っ
さ
い

委
ね
る
の
ほ
か
は
な
い
。
か
く
し
て
、
ひ
と
た
び
民
主
政
治
の
洗
礼
を
受
け
た
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
、
何
故
に
君
主
政
治
が
そ

の
地
盤
を
獲
得
し
得
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
君
主
政
治
の
も
と
に
お
い
て
は
国
家
は
強
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固
な
体
制
も
整
え
て
個
人
の
生
活
を
保
証
す
る
け
れ
ど
も
、
各
個
人
は
国
家
の
こ
と
に
直
接
た
ず
さ
わ
ら
な
く
と
も
す
む
わ
け

で
あ
っ
て
、
君
主
政
治
こ
そ
は
ま
さ
に
時
代
の
要
求
に
こ
た
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
は
国
家
生
活
の
わ
ず
ら
い
か
ら
免
れ
て
自
由
に

0

0

0

私
的
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
と
共
に
い
わ
ゆ
る
「
自
由
」
の
意
義
が
従
来
と
は
全
く
一
変
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
見
逃
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
紀
元
前
五
世
紀
の
「
自
由
」
は
、
い
わ
ば
ポ
リ
ス
的
自
由
で
あ
り
、
公
共
的
生
活
に
参
与
し
得
る
自

由
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
今
や
「
自
由
」
と
は
、
ポ
リ
ス
的
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
自
由
に
変

わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
教
養
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
個
々
の
ポ
リ
ス
の
限
界
を
超
え
て
ギ
リ
シ
ャ
全
体
が
、
一
つ
の
統
一
的
な
文
化
圏

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
否
、そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
文
化
圏
は
―
―
文
化
そ
の
も
の
の
本
性
上
―
―
さ
ら
に「
ギ
リ
シ
ャ
」

と
い
う
枠
を
も
超
え
て
、い
わ
ゆ
る“barbaroi”
の
世
界
に
ま
で
拡
が
っ
て
行
く
傾
向
を
も
つ
。“barbaroi”

は
後
に
は
「
蛮
族
」

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
通
じ
な
い
「
非
ギ
リ
シ
ャ
的
民
族
」
を
指

し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
血
縁
・
地
縁
な
ど
の
限
界
を
超
え
て
、
文
化
が
広
く
異
民
族
を
も
包
含
す
る
よ
う
に

な
れ
ば
、そ
こ
に
文
化
の
共
同
性

0

0

0

0

0

0

に
立
脚
す
る
「
世
界
国
家
」
あ
る
い
は
「
宇
宙
国
家
」（kosm

opolis

）
お
よ
び
「
世
界
市
民
」

あ
る
い
は
「
宇
宙
市
民
」（K

osm
opolitēs=cosm

ppolitan

）
の
理
念
が
成
り
立
つ
。
そ
し
て
こ
の
理
念
を
人
類
全
体
に
結
び
つ

け
る
理
論
を
積
極
的
に
展
開
し
た
の
は
、ス
ト
ア
派
（Stoics

）
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ア
主
義
（Stoicism

）
と
呼
ば
れ
る
思
想
は
、

決
し
て
特
定
の
人
に
よ
っ
て
特
定
の
時
代
に
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
が
長
い
年
月
を
通
じ
て
建
設
し
た

も
の
で
あ
っ
て＊

、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
頃
の
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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＊　
「
ス
ト
ア
」の
名
は
キ
ュ
プ
ロ
ス
のZēnōn

（B
. C

. 336-264

）が
最
初stoa poikilē

（
フ
レ
ス
コ
壁
画
を
も
っ
て
飾
ら
れ
た
ホ
ー
ル
）

で
そ
の
思
想
を
説
い
た
事
実
に
由
来
し
て
い
る
が
、
ゼ
ー
ノ
ー
ン
は
決
し
て
い
わ
ゆ
る
元
祖
で
は
な
い
。
ス
ト
ア
派
の
ギ
リ
シ
ャ

の
代
表
者
に
は
、
ほ
か
にK

leanthēs

（B
. C

. 331 - 232

）、K
hrusippos

（B
. C

. 280 - 207

）
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
の

代
表
者
と
し
て
はSeneca

（B
. C

. 4 - A
. D

. 65

）、Epictetus

（55-135

）、M
arcus A

urelius

（121-180

）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
あ
げ
た
代
表
者
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
の
生
没
年
が
示
す
よ
う
に
、
五
百
年
以
上
に
も
わ
た
っ

て
い
る
。

　

ス
ト
ア
主
義
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
差
別
的
・
排
他
的
な
国
家
の
制
度
は
、
す
べ
て
人
為
的
・

非
理
性
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
共
同
体
で
あ
る
真
の
国
家
は
「
宇
宙
」
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的

な
ポ
リ
ス
は
当
然
そ
の
中
へ
解
消
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
宇
宙
は
普
遍
的
な
理
性
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
、
人
間
の
理
性
と
は
要
す
る
に
そ
の
宇
宙
理
性
の
種
子
（logoi sperm

atikoi

）
が
人
間
の
中
に
宿
っ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
根
元
の
宇
宙
の
理
法
（
自
然
法
）
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
は
民
族
・
階
級
・

ポ
リ
ス
の
別
な
く
、
ひ
と
し
く
兄
弟
姉
妹
と
し
て
「
人
類
」
と
い
う
同
じ
一
つ
の
全
体
に
属
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
は
も
は
や
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」（zōon politikon

）
と
し
て
規
定
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ス
ト
ア
派
の
一
人
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
こ
の
有
名
な
定
義
を
斥
け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
共
同
体
的
動
物
」

（zōon koinōnikon

）
と
呼
び
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
は
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
た
あ

ら
ゆ
る
人
々
の
結
合
・
大
い
な
る
人
類
的
共
同
体
で
あ
っ
て
、
決
し
て
も
は
や
単
な
る
ギ
リ
シ
ャ
的
な
る
ポ
リ
ス
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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「
人
類
的
共
同
体
」
の
観
念
に
よ
る
差
別
の
撤
廃
・
人
権
の
承
認
が
も
た
ら
し
た
何
よ
り
も
大
き
な
効
果
と
し
て
、
ギ
リ
シ

ャ
的
人
間
観
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
著
し
い
欠
点
の
訂
正
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ト
ア
主
義
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
人
間
の
本
質
は
理
性
で
あ
り
、
そ
の
理
性
の
統
制
に
よ
っ
て
情
念
の
は
た
ら
か
な
い
「
心
の
不
動
」（apatheia

）
を

実
現
し
さ
え
す
れ
ば
、
何
人
に
対
し
て
も
真
の
自
由
の
境
地
が
恵
ま
れ
る
。
こ
の
真
理
の
前
に
は
主
人
0

0

と
奴
隷
0

0

と
の
差
別
は
全

く
無
意
味
で
あ
る
。
見
す
ぼ
ら
し
い
ボ
ロ
を
ま
と
っ
た
奴
隷
が
実
は
自
由
の
人
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
、
美
し
く
着
飾
っ
た
主

人
が
実
は
情
欲
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
制
度
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
人
間
の
作
っ
た
勝
手

な
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
―
―
か
く
し
て
ス
ト
ア
主
義
に
よ
っ
て
原
理
的
に
は
、
個
人
の
自
由
は
一
般

的
な
人
権
と
し
て
承
認
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
現
実
に
奴
隷
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
古
代
に
於
い
て

は
で
き
な
か
っ
た
。
ス
ト
ア
主
義
の
な
し
得
た
こ
と
は
、
奴
隷
の
風
習
を
幾
分
で
も
緩
和
し
て
、
奴
隷
を
動
物
視
す
る
よ
う
な

従
来
か
ら
の
偏
見
を
著
し
く
弱
め
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

ロ
ー
マ
の
法
律
思
想

　

イ
タ
リ
ア
半
島
中
部
の
小
都
市
か
ら
お
こ
っ
て
次
第
に
四
方
を
征
服
し
た
ロ
ー
マ
人
は
、
紀
元
前
二
世
紀
に
入
っ
て
ギ
リ
シ

ャ
を
は
じ
め
東
方
の
諸
民
族
と
親
し
く
接
触
す
る
に
及
ん
で
、
先
進
諸
民
族
の
文
化
に
驚
異
の
眼
を
向
け
、
殊
に
哲
学
や
芸
術

の
世
界
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
人
の
成
し
遂
げ
た
偉
大
な
業
績
を
称
讃
し
て
争
っ
て
そ
の
吸
収
に
つ
と
め
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し

ロ
ー
マ
に
ギ
リ
シ
ャ
文
化
を
も
た
ら
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
が
小
さ
な
陰
謀
や
奸
策
に
よ
っ
て
絶
え
ず
紛
糾
を
か
も
し
た
こ
と
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を
憎
み
、
こ
れ
を
亡
国
の
民
と
し
て
軽
蔑
し
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
キ
ケ
ロ
（M

arcus Tulius C
icero, B

. C
. 106-

43
）
の
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
徳
は
わ
れ
ら
自
身
に
、
知
は
か
れ
ら
ギ
リ
シ
ャ
人
に
」
と
い
う
の
が
、
ロ
ー
マ

人
の
ギ
リ
シ
ャ
人
に
対
す
る
根
本
的
な
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
―
―
ギ
リ
シ
ャ
文
化
に
よ
る
知
的
向
上
を
求
め
つ
つ
も
―
―
ロ
ー
マ
人
は
ロ
ー
マ
人
な
り
の
誇
り
を
固
く

持
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
彼
ら
が
そ
の
征
服
し
た
諸
地
方
を
よ
く
組
織
的
に
統
治
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
秩
序
立
っ
た
平
和
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
点
に
あ
る
。
じ
っ
さ
い
ロ
ー
マ
人
は
、
法
律
に
よ
る
世
界
秩
序
の

建
設
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る「
ロ
ー
マ
的
平
和
」（pax R

om
ana

）の
確
立
を
も
っ
て
天
賦
の
使
命
と
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

詩
人
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
（Vergilius, B

. C
. 70 - 19

）
も
ロ
ー
マ
人
の
使
命
が
「
諸
民
族
に
平
和
の
法
を
課
し
、降
服
者
を
赦
し
、

驕
れ
る
者
を
懲
ら
す
に
あ
る
」
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
東
方
の
諸
民
族
の
中
に
は
疾
く
か
ら
進
歩
し
た
制
度
を
作

っ
た
も
の
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
宗
教
的
信
仰
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ギ
リ
シ

ャ
人
は
単
に
幾
多
の
す
ぐ
れ
た
法
律
を
制
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
進
ん
で
法
律
に
関
す
る
理
論
的
考
察
を
も
試
み
た
け
れ
ど

も
、
し
か
し
多
く
の
場
合
法
律
は
道
徳
の
一
部
分
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
法
律
の
体
系
を
そ
れ
だ
け
分
離
し
て

独
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ロ
ー
マ
人
は
、
単
に
多
く
の
進
歩
し
た
法
律
を
創
造
し
た
ば
か
り

で
な
く
、
こ
れ
を
独
立
に
―
―
法
律
独
特
の
技
術
を
も
っ
て
―
―
組
織
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
東

方
諸
民
族
の
精
神
的
活
動
の
主
た
る
対
象
が
宗
教
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
そ
れ
が
哲
学
と
芸
術
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ロ
ー

マ
人
の
最
も
得
意
と
す
る
精
神
活
動
の
分
野
は
法
律
で
あ
っ
た
。
実
に
ロ
ー
マ
人
は
法
律
の
世
界
に
お
け
る
天
才
で
あ
っ
て
、

ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
は
「
法
律
は
彼
ら
の
詩
で
あ
っ
た
」
と
ま
で
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
法
律
思
想
こ
そ
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は
ロ
ー
マ
精
神
の
発
露
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
決
し
て
ロ
ー
マ
人
が
た
だ
規
則
ず

く
め
で
す
べ
て
の
物
事
を
処
理
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
は
反
対
に
、
ロ
ー
マ
人
は
―
―
ギ
リ
シ

ャ
人
が
観
想
0

0

（theōria

）
に
長
じ
て
い
た
の
と
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
―
―
あ
く
ま
で
も
実
際
的

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
色

と
す
る
も
の
と
し
て
、具
体
的
な
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
現
実
に
即
し
た
妥
当
な
解
決
を
は
か
る
途
を
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
の
法
律
学
に
お
い
て
「
す
べ
て
定
義
は
危
険
で
あ
る
」（O

m
nis definitio periculosa est

）
と
称
せ
ら
れ
た
の
も
、
抽

象
的
な
概
念
を
構
成
す
る
た
め
に
事
実
を
ゆ
が
め
傷
つ
け
る
こ
と
を
強
く
戒
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。そ
れ
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ロ
ー
マ
は
最
初
ま
ず
都
市
国
家
（civitas

）
と
し
て
史
上
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
法
律
も
ま
た
都
市
の
法

律
で
あ
り
、
市
民
の
法
律
す
な
わ
ち
市
民
法
（ius civile=civil law

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
ロ
ー
マ

人
が
最
初
か
ら
商
人
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
が
は
じ
め
か
ら
商
業
的
な
法
律
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

反
対
に
、
ロ
ー
マ
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
貴
族
は
、
自
ら
耕
す
こ
と
を
や
め
た
大
地
主
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
ま
た
―
―
四
隣

と
の
絶
え
ざ
る
闘
争
に
備
え
る
必
要
上
―
―
軍
隊
組
織
を
も
っ
て
統
一
さ
れ
た
国
家
が
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
の
国
家
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ロ
ー
マ
人
の
生
活
は
、
素
朴
質
実
の
中
に
永
年
の
伝
統
を
保
持
す
る
農
民
の
生
活
で
あ
る
と
共

に
、
他
面
ま
た
、
形
式
を
尊
び
厳
格
な
規
律
を
重
ん
じ
る
軍
隊
式
生
活
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
力
の
充
実
と
緊
張
と

を
求
め
る
男
性
的
生
活
で
あ
り
、
そ
の
生
活
を
規
制
す
る
法
秩
序
も
ま
た
「
力
の
秩
序
」
た
る
性
格
を
具
備
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
身
近
か
な
実
例
を
家
族
生
活
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ロ
ー
マ
の
家
族
制
度
は
そ
の
建
国
の
当
初
か
ら
既
に
は
っ
き
り
し
た
父
権
的
組
織
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
中
心
で
あ
る
家
長
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あ
る
い
は
家
父
（pater fam

ilias=father of fam
ily

）
が
、
妻
子
や
財
産
に
対
し
て
絶
対
無
制
限
な
権
力
を
も
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
法
律
上
、
家
長
が
そ
の
家
族
に
対
し
て
生
殺
与
奪
の
権
ま
で
も
持
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
し

か
も
そ
の
家
族
に
対
し
て
家
長
が
ど
う
い
う
義
務
を
負
う
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
家

族
法
は
専
ら
家
長
の
権
力
を
規
定
す
る
純
粋
に
力
の
法
律

0

0

0

0

で
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
所
有
権
に
関
し
て
も
古
代
の
ロ
ー
マ
人
は
、
力
に
よ
る
原
始
取
得
の
方
式
を
そ
の
根
本
観
念
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
平
和
の
う
ち
に
所
有
権
の
移
転
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
譲
受
人
が
そ
の
客
体
の
上
に
自
己
の
支
配
力
を
主
張

す
る
の
に
対
し
て
、
相
手
方
は
そ
れ
を
主
張
し
な
い
が
故
に
譲
受
人
が
そ
の
所
有
権
者
と
な
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、支
配
力
を
象
徴
す
る
槍
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
る
棍
棒
を
そ
の
客
体
の
上
に
お
い
て
、

客
体
を
実
力
に
よ
っ
て
取
得
し
実
力
に
よ
っ
て
支
配
す
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
所
作
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て

所
有
権
は
客
体
に
対
す
る
絶
対
無
制
限
の
力
で
あ
り
、
所
有
権
に
関
す
る
法
律
も
ま
た
力
の
法
律

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
同
様
に
債
権
債
務
の
関
係
に
お
い
て
も
、
債
権
者
は
決
し
て
―
―
近
代
法
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
―
―
債
務
者
に

対
し
て
た
だ
特
定
の
給
付
を
要
求
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
債
務
者
と
い
う
人
間
自
身
に
対
す
る
支
配
を
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
債
務
者
を
鉄
の
鎖
で
縛
っ
て
自
宅
に
拘
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り

で
な
く
、
一
定
の
期
間
た
っ
て
も
ま
だ
弁
済
さ
れ
な
い
時
に
は
、
債
務
者
を
殺
す
こ
と
も
、
あ
る
い
は
奴
隷
と
し
て
売
る
こ
と
も
、

債
権
者
の
自
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
債
権
は
債
務
者
に
対
す
る
文
字
通
り
の
「
拘
束
」（obligatio

）

で
あ
り
、
債
務
者
の
給
付
は
か
よ
う
な
拘
束
か
ら
免
れ
る
た
め
の
―
―
す
な
わ
ち
「
解
放
」（solutio

）
の
た
め
の
―
―
代
償
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
法
も
ま
た
力
の
法
律

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



七
八

第
一
章　

古
代

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
法
の
領
域
に
お
い
て
「
力
の
法
律
」
と
い
っ
た
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
ロ
ー
マ
法
が
、
公
法

の
領
域
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
瞭
に
そ
れ
を
具
現
し
た
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
公
法
上
の
命
令
権
は
も
と
も
と
軍
隊
の
司

令
権
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
し
て
当
然
、
絶
対
無
制
限
な
力
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
権
力
を
一
人
の
王
が
生
涯
掌
握
す
る
王
制

は
、
往
々
権
力
濫
用
の
弊
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
、
任
期
一
年
の
二
人
の
執
政
官
が
各
個
に
王
の
命
令
権
を
行
使
す
る
共
和
制
が

樹
立
さ
れ
た
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
共
和
制
の
成
立
そ
の
も
の
が
命
令
権
の
無
制
限
な
力

で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
・
そ
の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
も
ロ
ー
マ
の
国

力
の
伸
展
に
従
い
、
古
来
の
都
市
国
家
的
色
彩
が
失
わ
れ
て
、
新
た
に
広
大
な
領
土
を
も
っ
た
国
家
が
出
現
す
る
に
至
っ
て
、

も
は
や
右
に
述
べ
た
よ
う
な
共
和
制
が
そ
の
統
治
組
織
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
と
共
に
、
次
第
に
君
主
制

的
組
織
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
展
過
程
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
共
和
制
に
よ
る
制
限
が
徐
々
に
撤
廃
さ

れ
て
、
命
令
権
が
そ
の
本
来
の
無
制
限
的
統
一
性
を
回
復
す
る
歴
史
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
ロ
ー
マ
法
は
ま
ず
「
力
の
法
律
」
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
質
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か

し
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
な
ら
ば
、
ロ
ー
マ
法
が
ロ
ー
マ
帝
国
以
上
に
長
い
生
命
を
保
持
し
て
、
世
界
史
的
な
意
味

を
も
っ
た
役
割
を
果
し
得
る
筈
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
単
に
一
方
的
に
支
配
権
を
振
う
よ
う
な
「
力
」
は
、
決
し
て
社
会
秩
序

の
原
理
と
し
て
永
く
持
続
し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ロ
ー
マ
法
の
あ
の
永
続
性
と
普
遍
性
と
は
、
そ
れ
が
単

な
る
力
の
原
理
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、い
っ
そ
う
根
本
的
に
現
実
の
生
活
に
即
し
た
生
き
た
原
理

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
こ
と
を
、

何
よ
り
も
雄
辨
に
物
語
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
ロ
ー
マ
法
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
形
に
お
い
て
生
き

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
家
長
は
―
―
財
産
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
―
―
そ
の
家
族
に
対
し
て
も
絶
対
無
制
限
な
権
力
を
も

つ
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
家
族
に
対
し
て
負
う
べ
き
義
務
に
つ
い
て
は
法
律
上
何
の
規
定
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
実
は
当
然
の
こ
と

0

0

0

0

0

と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
家
長
が
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合

の
制
裁
に
つ
い
て
は
法
律
は
こ
れ
を
他
の
社
会
規
範
に
重
ね
て
差
支
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
外
見
上

は
絶
対
無
制
限
と
思
わ
れ
る
家
長
権
も
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
具
体
的
な
内
容
に
即
し
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
す

べ
て
の
家
族
員
を
奴
隷
化
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
現
に
家
長
の
妻
は
家
母
と
し
て
、
家
庭
生
活
内
部

の
事
項
に
つ
い
て
は
絶
大
な
権
限
を
も
っ
て
い
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
一
般
に
女
性
の

人
格
が
無
視
さ
れ
て
い
た
と
速
断
さ
れ
が
ち
な
中
国
の
家
庭
生
活
に
お
い
て
―
―
例
え
ば
家
族
員
が
生
命
の
危
険
を
伴
う
大
手

術
を
受
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
―
―
重
大
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
結
局
家
母
が
最
後
の
決
定
権
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

事
実＊

と
思
い
合
せ
て
、
誠
に
興
味
深
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊　

中
国
社
会
の
研
究
家
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
（K

. A
. W

ittfogel, 1895-1988

）
教
授
の
夫
人
が
、
北
京
の
大
病
院
の
患
者
な
ら

び
に
そ
の
家
族
に
つ
い
て
、
右
の
事
実
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

次
に
所
有
権
も
表
面
上
は
無
制
限
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
の
物
は
ど

う
し
よ
う
と
勝
手
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
し
土
地
所
有
者
が
そ
の
土
地
を
開
墾
も
せ
ず
・
ま
た
建
物
も
建
て
ず
に
、

全
く
利
用
し
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
―
―
そ
れ
で
も
法
律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
―
―
国
民
監
視
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
戸
口
総
監
は
こ
れ
に
警
告
を
発
し
、
そ
れ
で
も
き
か
な
い
時
に
は
そ

の
人
間
を
国
民
中
の
最
下
層
に
編
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
戸
口
総
監
と
は
十
二
表
法
【
前450

年
ご
ろ
制
定
さ
れ
た
】
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発
布
後
数
年
な
ら
ず
し
て
（B

. C
. 443

）
創
設
さ
れ
た
官
職
で
あ
っ
て
、
元
来
は
国
民
の
生
活
状
態
こ
と
に
財
産
額
を
調
査
し

て
、
そ
の
額
に
応
じ
て
国
民
を
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
分
け
る
こ
と
を
主
要
な
職
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
関
連
に

お
い
て
―
―
社
会
道
徳
の
見
地
か
ら
見
て
―
―
国
民
の
品
位
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
者
が
あ
れ
ば
、
か
よ
う
な
人
間
を
「
不
名
誉

な
者
」
と
宣
告
し
て
納
税
お
よ
び
選
挙
権
の
行
使
に
つ
い
て
不
利
益
な
状
態
に
お
く
処
分
を
行
な
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
社
会
道
義
の
維
持
顕
揚
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
執
政
官
の
命
令
権
に
つ
い
て
も
、
執
政
官
は
そ
の
命
令
権
を
如
何
に
行
使
す
べ
き
か
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら

法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
の
権
力
を
濫
用
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
退
職

後
―
―
一
種
の
謀
叛
罪
を
犯
し
た
者
と
し
て
―
―
い
わ
ゆ
る
「
神
法
」
に
よ
っ
て
裁
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
こ

の
神
法
に
よ
る
裁
判
は
、や
が
て
―
―
貴
族
の
統
治
に
対
し
て
平
民
を
保
護
す
る
趣
旨
を
も
っ
て
設
け
ら
れ
た
―
―
「
護
民
官
」

（tribuni plebis

）
が
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
手
続
は
決
し
て
法
律
の
規
定
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
し
て
、
専
ら
政
治
的
社
会
的
な
見
地
か
ら
の
考
慮
に
も
と
ず
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
法
律
は
専
ら
権
利
の
面
の
み
を
規
定
し
、
義
務
の
履
行
は
社
会
的
あ
る
い
は
道
徳
的
規
範
の
制
裁
に
よ

っ
て
こ
れ
を
保
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
法
的
な
考
え
方
の
一
つ
の
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
法
律
の
領
域
が
他
の
社
会
規
範
の
諸
領
域
か
ら
判
然
と
区
別
せ
ら
れ
、
や
が
て
そ
れ
は
綿
密
な
法
律
学
独
特
の
考

え
方
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
す
で
に
「
十
二
表
法
」
と
呼
ば
れ
る
ロ
ー
マ
の
最
初
の

法
典
が
―
―
一
般
の
古
い
法
律
の
よ
う
に
漠
然
と
宗
教
的
道
徳
的
規
範
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
―
―
専
ら
法
的
規
範
の
み
を
掲

げ
た
も
の
で
あ
っ
た
以
来
の
古
い
伝
統
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
紀
元
前
三
六
七
年
に
「
法
務
官
」（praetor

）
と
い
う
・
専
ら
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法
規
範
の
運
用
を
掌
る
官
職
が
独
立
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
具
体
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
訴
訟
手
続
は
法
務
官

0

0

0

の
面
前
で
行
な
わ
れ
る
手
続
と
、
私
人
で
あ
る
審
判
人

0

0

0

の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
手
続
と
、
二
段

構
え
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
当
事
者
は
ま
ず
法
務
官
の
面
前
に
お
い
て
、
誰
を
審
判
人
に
す
る
か
、
ま
た
問

題
に
な
っ
て
い
る
係
争
点
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
方
向
に
そ
の
解
決
を
は
か
る
べ
き
か
に
関
す
る
文
書
を
作
成
し
て
法
務
官
に

そ
の
承
認
を
求
め
、
こ
う
し
て
出
来
上
っ
た
「
方
式
書
」
に
従
っ
て
、
こ
ん
ど
は
審
判
人
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
事
実
審
理
に

附
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
本
来
私
人
で
あ
る
審
判
人
の
行
な
う
裁
判
が
国
家
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
裁
判
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
法
務
官
は
決
し
て
、
自
ら
事
実
を
審
査
し
て
判
決
を
下
す
裁
判
官

で
は
な
い
。
事
実
問
題

0

0

0

0

（quaestio facti

）
の
審
査
は
専
ら
、
実
社
会
の
事
情
に
精
通
し
て
い
る
審
判
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
お
蔭
で
、
法
務
官
は
法
律
の
専
門
家
と
し
て
―
―
事
実
問
題
か
ら
離
れ
て
―
―
専
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
主
張
は
如
何
な
る
権
利
根
拠
に
も
と
ず
い
て
な
さ
れ
得
る
か
と
い
う
権
利
問
題

0

0

0

0

（quaestio juris

）
の
究
明
に
論
究
の
焦
点

を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
独
特
の
考
え
方
を
存
分
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
後
世
カ
ン
ト
（I. K

ant, 

1724-1804

）
が
こ
の
ロ
ー
マ
法
の
区
別
か
ら
示
唆
を
受
け
て
、
認
識
論
の
問
題
を
―
―
事
実
問
題
と
し
て
の
認
識
問
題
、
す

な
わ
ち
心
理
的
事
実
と
し
て
の
認
識
作
用
の
起
原
お
よ
び
過
程
の
経
験
的
究
明
か
ら
切
り
離
し
て
―
―
専
ら
わ
れ
わ
れ
の
認
識

は
如
何
な
る
根
拠
に
も
と
ず
い
て
そ
の
真
理
性
（
＝
普
遍
妥
当
性
）
を
主
張
し
得
る
か
と
い
う
権
利
問
題

0

0

0

0

の
先
験
的
な
究
明
に

限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
論
固
有
の
領
域
を
確
立
す
る
と
共
に
大
い
に
発
展
さ
せ
た
哲
学
史
上
著
名
な
事
実
と
思
い
合

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊

。

＊　

カ
ン
ト
は
、
認
識
論
の
研
究
が
従
来
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
発
達
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
根
本
原
因
が
、
認
識
に
関
す
る
事
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実
問
題
と
権
利
問
題
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
な
か
っ
た
点
に
あ
る
こ
と
に
、
気
づ
か
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
認
識
論

の
主
題
が
権
利
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
身
『
純
粋
理
性
批
判
』（1781

）
を
わ
か
り
易
く
す
る
た
め
に
書
き
改
め
た
『
プ

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』（1783

）
が

第
一
編　

如
何
に
し
て
純
粋
数
学
は
可
能
で
あ
る
か

第
二
窮　

如
何
に
し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
で
あ
る
か

第
三
編　

如
何
に
し
て
形
而
上
学
一
般
は
可
能
で
あ
る
か

の
三
つ
の
編
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
如
何
に
し
て
…
…
可
能
で
あ
る
か
」

（W
ie....m

öglich ?

）
と
い
う
ふ
う
に
問
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
権
利
根
拠
を
問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

法
務
官
は
単
に
、
事
実
問
題
か
ら
権
利
問
題
を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
の
考
え
方
を
専
門
的
技
術
的
に
発
展
さ
せ

た
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
ら
は
直
接
判
決
を
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
法
務
官
が
裁
判
の
方
式
書
に
お
い
て

示
し
た
根
本
方
針
は
、
実
際
上
、
審
判
人
を
拘
束
す
る
結
果
に
な
っ
た
か
ら
、
や
が
て
新
た
な
法
規
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る

よ
う
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
具
体
的
な
事
実
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
活
き
た
声
」（viva vox=living voice

）

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
漸
次
集
積
す
る
に
及
ん
で
古
い
法
律
に
対
抗
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
勢
に
即
し
た
「
活

き
た
声
」
は
、
単
に
法
務
官
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
政
務
官
の
告
示
に
よ
っ
て
も
発
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
政
務
官
は
一
般
に

名
誉
を
帯
び
る
者
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
名
誉
法
」（ius honorarium

=honourable law

）
と
呼
ば
れ
て
従
来
か
ら
の

「
市
民
法
」
に
対
抗
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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ロ
ー
マ
の
法
学
者
パ
ピ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
（A

em
ilius Papinianus, 140-212

）
は
、「
活
き
た
声
」
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
規
定

し
て
い
る
。そ
れ
は
公
共
の
利
益
の
た
め
に
、市
民
法
の
趣
旨
を
推
し
進
め
・
あ
る
い
は
そ
の
欠
陥
を
補
充
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

更
に
こ
れ
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
ロ
ー
マ
の
法
制
に
お
け
る
市
民
法
と
名
誉
法
と
の
こ
う
い
う
関
係
は
、
そ
れ
故
に
、

ち
ょ
う
ど
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
に
お
け
る
普
通
法
（com

m
on law

）
と
衡
平
法
（equity

）
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
一
般
に
名
誉
法
は
、
或
は
巧
に
擬
制
を
用
い
、
或
は
真
向
か
ら
信
義
の
原
則
を
掲
げ
て
、
在
来
の

法
規
を
時
勢
に
即
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
―
―
後
に
述
べ
る
ゲ
ル
マ
ン
法
と
は
ち
が
っ
て
―

―
公
法
0

0

（ius publicum
=public law

）
と
私
法
0

0

（ius privatum
=private law

）
と
の
区
別
が
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
、前
者
は
「
国

家
の
組
織
に
関
す
る
法
」、
後
者
は
「
個
人
の
利
益
に
関
す
る
法
」
と
い
う
ふ
う
に
説
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
の

法
律
学
者
た
ち
は
―
―
キ
ケ
ロ
が
そ
の
態
度
を
非
難
し
た
ほ
ど
―
―
公
法
の
領
域
に
対
し
て
は
極
め
て
冷
淡
で
、
そ
の
代
り
私

法
の
領
域
に
お
い
て
は
実
に
非
凡
な
才
能
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
十
二
表
法
に
は
、
家
長
権
の
濫
用
に

対
す
る
一
つ
の
制
裁
の
趣
旨
で
、家
長
が
も
し
乱
暴
に
も
そ
の
男
の
子
を
三
回
も
他
人
に
売
渡
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
男
の
子
は
も
は
や
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
旨
、規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
法
律
学
者
は
こ
の
法
規
の
「
解
釈
」

と
い
う
名
に
お
い
て
、
家
長
が
そ
の
子
に
対
す
る
家
長
権
を
免
除
し
て
子
供
を
独
立
さ
せ
、
ま
た
は
他
家
の
養
子
と
す
る
場
合

の
方
式
を
創
案
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
長
が
仮
り
に

0

0

0

そ
の
子
を
三
回
売
却
し
た
か
の
よ
う
に
装
う
0

0

方
式
で
あ
る
。
か
よ
う

な
「
擬
制
」
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
子
供
に
対
す
る
家
長
権
の
免
除
を
欲
す
る
一
般
の
要
望
に
こ
た
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
同
じ
趣
旨
を
い
っ
そ
う
拡
充
す
る
な
ら
ば
、
男
の
子
で
さ
え
三
回
の
売
却
に
よ
っ
て
家
長
権
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
か
ら
、
女
の
子
や
孫
の
場
合
に
は
た
だ
一
回
の
売
却
で
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
「
解
釈
」
も
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ロ
ー
マ
の
法
律
学
者
た
ち
は
、
法
律
の
規
定
は
あ
く
ま
で
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
建
前
を
堅
持

し
つ
つ
、
現
実
の
要
望
に
応
じ
て
法
律
を
「
解
釈
」
す
る
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、
実
質
的
に
は
新
た
な
立
法
と
同
様
の
機
能

を
営
み
な
が
ら
、
一
般
の
社
会
生
活
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
の
例
を
日
常
の
取
引
関
係
に
求
め
る
な
ら
ば
、

市
民
法
の
原
則
と
し
て
は
、
売
買
当
事
者
は
相
互
に
か
け
ひ
き
を
し
て
客
体
の
価
格
以
上
あ
る
い
は
以
下
で
取
引
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
、
そ
の
品
質
に
つ
い
て
も
特
別
の
約
定
が
な
い
場
合
に
は
、
売
主
は
最
下
等
の
品
質
の
物
を
給
付
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
売
買
事
件
が
も
し
訴
訟
と
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
法
務
官
の
方
針
を
体
す
る
審
判

人
は
多
く
の
場
合
「
取
引
は
信
義
誠
実

0

0

0

0

に
行
な
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
っ
て
、
市

民
法
の
原
則
が
濫
用
さ
れ
て
取
引
の
安
全
を
害
す
る
よ
う
な
お
そ
れ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
を
一
律
に
正
義
の
観
念
の
下
に
律
し
よ
う
と
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
が
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る
交
換
的
正
義
の
考
え
か
ら
、
利
息
を
不
当
と
見
、
商
業
を
一
種
の
詐
欺
で
あ
る
と
し
て
非
難
し

た
こ
と
と
の
著
し
い
対
照
に
想
い
到
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ロ
ー
マ
帝
政
時
代
（
三
世
紀
前
半
）
の
法
学
者
パ
ウ
ル
ス
（Julius 

Paulus

）
は
、
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
は
反
対
に
―
―
売
買
に
あ
た
っ
て
は
価
値
の
多
い
も
の
を
安
く
買
い
、
価
値
の
少

な
い
も
の
を
高
い
価
格
で
売
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
人
間
の
自
然
権
で
あ
る
と
さ
え
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
価
値
0

0

と
価0

格0

と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
正
統
派
経
済
学
説
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
い
っ
そ
う
根
本
的
に

は
自
由
競
争
を
許
容
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
点
に
、
そ
の
時
代
的
意
義
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ギ
リ
シ
ャ
人
が
考
え
た
よ
う
に
、
国
民
の
共
同
生
活
は
ま
ず
他
人
を
害
し
な
い
こ
と
を
そ
の
根
幹
と
す
べ
き
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
一
面
の
み
に
こ
だ
わ
っ
て
社
会
全
体
の
経
済
活
動
を
ひ
た
す
ら
抑
止
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
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そ
れ
は
却
っ
て
社
会
全
体
に
大
き
な
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う＊

。
資
本
の
生
む
利
息
、
商
業
の
も
た
ら
す
利
益
の
有

害
性
は
、
―
―
信
義
誠
実
の
原
則
の
下
に
自
由
取
引
を
活
発
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
社
会
全
体
の
経
済
水
準
を
高
め
る
と

い
う
ふ
う
に
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
償
う
途
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
実
際
的
な
民
族
と
し
て
の
ロ
ー
マ
人
の
偉
大
さ
は
、
こ
う

い
う
考
え
に
も
と
ず
い
て
そ
れ
に
即
応
し
た
社
会
生
活
の
機
構
を
創
案
し
実
現
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊　

ロ
ー
マ
の
諺
の
一
つ
に「
公
正
の
極
は
不
公
正
の
極
」（Sum

m
um

 jus, sum
m

a injuria.

）と
い
う
の
が
あ
る
。
正
し
い
こ
と
で
も
、

あ
ま
り
極
端
に
固
執
す
れ
ば
、
却
っ
て
不
公
正
に
な
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
そ
の
社
会
機
構
を
い
っ
そ
う
雄
大
な
ら
し
め
る
よ
う
な
外
的
条
件
が
つ
け
加
わ
る
に
及
ん
で
、
ロ
ー
マ
法
は
い
よ
い

よ
そ
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
、
後
世
に
ま
で
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
・
ロ
ー
マ
法
独
特
の
普
遍
性
を

具
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
外
的
条
件
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
膨
張
が
お
の

ず
か
ら
多
く
の
異
種
民
族
と
の
接
触
を
も
た
ら
し
、
そ
の
間
の
取
引
の
異
常
な
発
達
が
日
に
日
に
新
た
な
規
定
の
制
定
を
促
さ

ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、最
初
ロ
ー
マ
法
は
ロ
ー
マ
市
民
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
法
律
、す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
市
民
法
」（ius 

civile=civil law

）
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
ロ
ー
マ
市
民
と
い
う
の
は
、
決
し
て
ロ
ー
マ
に
在
住
す
る
人
間
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
征
服
者
」
の
立
場
に
あ
る
本
来
の
ロ
ー
マ
人
だ
け
に
限
ら
れ
、
ど
ん
な
に
ロ
ー
マ
の
版
図
と
住
民
が

増
大
し
て
も
そ
の
数
は
ほ
と
ん
ど
増
加
す
る
こ
と
な
く
、
ロ
ー
マ
の
内
部
に
お
い
て
も
多
数
の
住
民
は
市
民
法
の
適
用
範
囲
の

外
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
常
生
活
の
必
要
か
ら
現
実
の
商
取
引
は
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
関
係
な
く
市
民
0

0

と
非
市
民

0

0

0

と
の
間
に
行
な
わ
れ
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
一
定
の
慣
習
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
の
勢
で
あ
っ
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た
。
こ
の
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
法
律
は
、
単
に
ロ
ー
マ
の
住
民
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
広
く
一
般

に
諸
民
族
に
対
し
て
も
共
通
に
通
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
万
民
法
」（ius gentium

=law
 of nations

）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
う

い
う
ふ
う
に
し
て
ロ
ー
マ
人
の
社
会
生
活
は
、
古
来
の
市
民
法
と
新
た
な
万
民
法
と
に
支
配
せ
ら
れ
、
し
か
も
市
民
法
は
次
第

に
万
民
法
化
さ
れ
る
方
向
へ
進
ん
で
行
っ
た
た
め
に
、
や
が
て
ロ
ー
マ
法
そ
の
も
の
が
―
―
一
般
に
民
族
の
別
な
く
適
用
せ
ら

れ
る
―
―
世
界
法
的
色
彩
を
も
っ
た
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
世
界
法
と
は
、
全
人
類
に
お
の
ず
か
ら
具
わ
る
共
通
の
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
法
律
と
い
う
も
の
を
こ
う
い

う
ふ
う
に
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
あ
の
世
界
国
家
（
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
）
お
よ
び
世
界
市
民
（
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
）
の
観
念

を
生
ん
だ
ス
ト
ア
派
の
宇
宙
の
理
法
（
自
然
法
）
の
思
想
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ

い
ロ
ー
マ
人
は
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
の
理
論
を
ロ
ー
マ
の
現
実
に
通
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
の
基
礎
を
根
本
的
に
反
省
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
現
に
、
ロ
ー
マ
共
和
時
代
最
後
の
大
政
治
家
で
ま
た
ロ
ー
マ
の
法
律
哲
学
を
代
表
す
る
キ
ケ
ロ

は
、
ス
ト
ア
派
に
従
っ
て
宇
宙
を
支
配
す
る
普
遍
的
な
ロ
ゴ
ス
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
大
自
然
の
理
法
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
社
会
生
活
の
根
本
原
理
を
「
自
然
法
」（ius naturale=natural law

）
と
名
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
法
は

宇
宙
の
摂
理
そ
の
も
の
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
当
然
、
支
配
者
の
恣
意
を
超
越
し
、
歴
史
の
変
化
・
民
族
の
差
別
に
か

か
わ
る
こ
と
な
く
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
「
個
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
」、「
誠
実
に

生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
各
人
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
分
を
得
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
も
っ
て
い
る
共
通
の
観
念
で
あ
っ
て
（notiones innatae=innate notions; notiones 

com
m

unes=com
m

on notions

）、
こ
の
三
原
則
の
三
位
一
体
が
す
な
わ
ち
正
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
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当
然
「
万
民
の
一
致
」（consensus gentium

=consensus of nations

）
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
う
。
そ
し
て
こ
の

「
万
民
の
一
致
」
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
万
民
法
」
こ
そ
、
自
然
法
の
影
像
0

0

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
国
家
に
特
有
の
法
は
―
―
で
き
る
だ
け
そ
れ
ら
を
万
民
法
化

0

0

0

0

す
る
こ
と

に
よ
っ
て
―
―
少
し
で
も
理
想
的
な
自
然
法
に
接
近
さ
せ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
法
律
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人

が
考
え
た
よ
う
に
そ
れ
を
も
っ
て
社
会
生
活
全
般
を
律
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
の
支
配
す
る
固
有
の
領
域

を
狭
く
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
雑
多
な
も
の
の
混
入
か
ら
免
れ
て
鋭
く
と
ぎ
す
ま
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
最
も

よ
く
切
れ
る
刀
が
最
も
よ
い
刀
で
あ
る
。」
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
法
律
独
特
の
技
術
0

0

を
も
っ
て
、
雄
大
な
世
界
法

0

0

0

の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
ロ
ー
マ
の
法
律
思
想
の
真
面
目
が
看
取
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
夢
に
は
終
ら
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
近
代
法
の
発
達
の
た
め
の
共

通
の
地
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
法
律
は
、
要

す
る
に
ロ
ー
マ
法
的
な
要
素
と
各
国
特
有
の
要
素
と
の
混
和
・
融
合
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
と
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
は
ド
イ
ツ
各
地
方
特
有
の
法
律
と
相
並
ん
で
、
こ
れ
を
補
充
す
る
一
般
的
な
効
力
を

も
っ
た
「
普
通
法
」（G
em

eines R
echt

）
と
し
て
活
用
せ
ら
れ
、
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
ロ
ー
マ
法
の
現
行
法
と
し
て

0

0

0

0

0

0

の
効
力

0

0

0

が
、
一
九
〇
〇
年
ド
イ
ツ
民
法
典
（B

G
B

）
が
施
行
せ
ら
れ
る
時
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
、
歴
史
を
貫
く
ロ
ー
マ
精

神
の
偉
大
さ
を
遺
憾
な
く
物
語
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



八
八

第
二
章　

中
世

第
二
章　

中
世

第
五
節　

中
世
の
社
会
理
想

　

古
代
社
会
を
構
成
す
る
も
の
は
、
大
地
主
で
あ
る
上
流
階
級
と
、
自
由
市
民
で
あ
る
中
流
階
級
と
、
不
自
由
民
で
あ
る
奴
隷

と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
上
流
階
級
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
流
階
級
も
ま
た
君
主
貴
族
な
ど
の
下
に

あ
っ
て
主
と
し
て
た
だ
政
治
を
補
助
す
る
役
割
を
演
じ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
直
接
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
否
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
労
働
を
極
端
に
蔑
む
こ
と
が
古
代
社
会
一
般
の
風
潮
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

古
代
社
会
の
繁
栄
を
根
底
か
ら
支
え
て
来
た
も
の
は
、
奴
隷
階
級
の
労
働
と
被
征
服
国
か
ら
獲
得
し
た
物
資
と
で
あ
っ
た
、
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
わ
け
で
古
代
の
国
家
は
、
征
服
の
た
め
の
戦
争
を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
新
た
な
奴
隷

と
物
資
を
補
給
し
な
が
ら
、
そ
の
国
富
の
増
大
を
は
か
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
よ
う
な
立
国
策
に
は
お
の
ず
か

ら
限
界
の
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
策
遂
行
の
た
め
の
大
軍
隊
の
常
備
は
、
必
然
的
に
国

費
の
大
膨
張
を
来
た
し
、
そ
れ
を
生
産
階
級
か
ら
無
理
に
と
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
生
産
力
そ
の
も
の
を
疲
弊
さ

せ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
は
国
力
の
傾
く
根
本
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
勢
力
が
衰
え
る
に
つ
れ
て
虐
げ
ら
れ
た
人
々
に
福
音
を
も
た
ら
す
キ
リ
ス
ト
教
は
次

第
に
国
内
に
ひ
ろ
が
り
は
じ
め
、
こ
れ
に
対
し
て
最
初
、
多
く
の
皇
帝
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
圧
迫
す
る
政
策
を
と
っ
た
け
れ
ど

も
、
迫
害
は
却
っ
て
熱
烈
な
殉
教
的
精
神
を
喚
起
し
、
加
う
る
に
整
備
さ
れ
統
一
さ
れ
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
組
織
は
、
キ
リ
ス
ト
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教
の
普
及
の
た
め
に
も
つ
ご
う
の
よ
い
条
件
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
殊
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
（C

onstantinus,i

在

位324-337

）
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
公
認
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で＊

、
教
会
は
国
家
の
庇
護
の
下
に
こ
れ
と
平
行
す
る

組
織
を
発
達
せ
し
め
、
さ
ら
に
国
家
の
勢
力
が
い
っ
そ
う
衰
え
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
に
代
っ
て
ロ
ー
マ
的
統
一
の
理
念
を
支
持

し
・
そ
の
実
現
を
期
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

き
び
し
い
迫
害
に
も
拘
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
は
―
―
単
に
貧
し
い
下
層
民
の
な
か
だ
け
で
な
く
―
―
富
裕
な
階
層
の
な
か
に
も
、

高
官
の
な
か
に
も
、
さ
ら
に
軍
隊
の
な
か
に
も
、
広
く
浸
透
し
て
行
っ
て
、
事
実
上
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
敵
に
ま
わ
し
て
、
も
は

や
ロ
ー
マ
帝
国
の
統
一
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
多
く
の
教
父
た
ち
は
ロ
ー
マ
の
法
制
に
通つ
う
ぎ
ょ
う暁し

、
ロ
ー
マ
法
的
な
考
え
方
と
キ
リ
ス
ト
の
教
え
と
を
如
何
に
結
び
つ

け
る
か
に
腐
心
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、「
自
然
法
」
を
も
っ
て
人
類
の
心
に
刻
印
せ
ら
れ
た
「
神
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
法
」
と
し
て
観
念
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
は
神
の
永
遠
な
る
世
界
計
画
に
参
与
し
得
る
も
の
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
教
父
の
中
で
も
第
一
人
者
と
目
さ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
（A

urelius A
ugstinus, 354-430

）
は
、
そ
の

『
神
の
国
に
つ
い
て
』（D

e civitate D
ei

）
の
中
で
神
の
国

0

0

0

（civitas D
ei

）
と
地
上
の
国

0

0

0

0

（civitas terrena

）
と
を
対
立
せ
し
め
、

前
者
を
も
っ
て
神
を
愛
す
る
者
の
精
神
的
団
体
、
後
者
を
も
っ
て
罪
に
よ
っ
て
神
か
ら
離
れ
・
精
神
の
優
越
を
認
め
な
い
者
の

団
体
と
い
う
ふ
う
に
区
別
し
、
現
世
に
お
い
て
は
両
者
が
絶
え
ず
抗
争
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
世
の
終
り
に
な
れ
ば
前
者
が
結

局
勝
利
を
占
め
て
い
っ
さ
い
の
も
の
が
神
の
支
配
に
服
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う

な
「
神
の
国
」
の
観
念
の
基
盤
に
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
使
徒
た
ち
の
共
同
生
活
、
更
に
は
修
道
院
の
共
同
生
活
が
あ

っ
た
こ
と
を
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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イ
エ
ス
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
後
、
使
徒
た
ち
も
ま
た
烈
し
い
迫
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
却
っ
て
彼
ら

を
い
っ
そ
う
深
い
「
兄
弟
愛
」
に
結
び
つ
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。「
使
徒
行
伝
」
第
四
章
に
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
信
じ
た
者
の
群
れ
は
、
心
を
一
つ
に
し
思
い
を
一
つ
に
し
て
、
だ
れ
ひ
と
り
そ
の
持
ち
物
を
自
分

の
も
の
だ
と
主
張
す
る
者
が
な
く
、
い
っ
さ
い
の
物
を
共
有
に
し
て
い
た
。
…
…
彼
ら
の
中
に
乏
し
い
者
は
、
ひ
と
り
も
い
な

か
っ
た
。
地
所
や
家
屋
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
売
り
、
売
っ
た
物
の
代
金
を
も
っ
て
き
て
、
使
徒
た
ち
の
足
も
と

に
置
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
応
じ
て
、
だ
れ
に
で
も
分
け
与
え
ら
れ
た
。」
思
う
に
、
神
の
国
を
求
め
・
ひ
た
す

ら
魂
の
救
済
を
憧
れ
る
人
々
の
集
団
に
あ
っ
て
は
、
日
常
生
活
の
外
部
的
な
諸
手
段
が
互
に
有
無
相
通
ぜ
ら
れ
る
の
も
、
極
め

て
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
―
―
少
く
と
も
消
費
面
に
お
け
る
―
―
一
種
の
共
産
主
義
を
、
ト
レ
ル
チ
（Troeltsch, 

1865-1923

）
は
「
愛
の
共
産
主
義
」（Liebeskom

m
unism

us

）
と
呼
ん
で
い
る
。
か
よ
う
な
・
い
わ
ゆ
る
「
聖
な
る
共
同
体
」
は
、

容
易
に
大
規
模
に
実
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
ま
た
そ
ん
な
に
永
く
は
続
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
精

神
は
や
が
て
か
の
修
道
院
の
共
同
生
活
に
お
い
て
い
っ
そ
う
特
色
あ
る
姿
を
も
っ
て
具
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
た
ち
は
、さ
い
わ
い
で
あ
る
。
天
国
は
彼
ら
の
も
の
で
あ
る
。」（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
五
章
）

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
専
ら
純
精
神
的
価
値
の
尊
重
が
力
説
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
禁
欲

的
生
活
が
理
想
と
せ
ら
れ
て
、
労
働
を
軽
ろ
ん
じ
る
傾
向
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
東
洋
的
な
宗
教
観
も
、
西
洋

の
社
会
の
中
へ
浸
潤
し
て
行
く
に
従
っ
て
全
く
趣
を
一
変
し
て
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
人
間
は
生
き
る
た
め
に
は
ま
ず
労
働

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
基
本
的
に
承
認
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
修
道
院
の
戒
律
の
中
に
、
礼
拝
と
並
ん
で

生
活
物
資
を
生
産
す
る
た
め
の
労
働
が
、
修
道
僧
の
最
高
の
義
務
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
修
道
院
の
も
つ
社
会
的
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性
格
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、修
道
院
は
決
し
て
禁
欲
主
義
を
実
行
す
る
隠
遁
の
場
所
で
は
な
く
し
て
、

む
し
ろ
積
極
的
に
神
へ
の
奉
仕
の
た
め
の
集
団
生
活
を
営
む
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
従
っ
て
神
へ
の
奉
仕
の
た
め
に
は

進
ん
で
労
働
に
従
事
す
る
と
い
う
勤
労
観
を
も
っ
て
―
―
単
に
そ
の
与
え
ら
れ
た
寺
領
内
で
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
生
活
を
営
ん
だ

ば
か
り
で
な
く
、
―
―
さ
ら
に
外
部
へ
も
進
出
し
て
地
方
開
拓
の
先
駆
者
と
な
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
来
か
ら
の
労

働
蔑
視
の
弊
風
を
矯
正
す
る
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
、
修
道
院
の
も
つ
大
き
な
歴
史
的
意
義
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
よ
る
共
同
生
活
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
神
の
国
の
観
念
と
、
そ
れ
に
対
す
る

地
上
の
国
、
―
―
こ
の
二
つ
の
国

0

0

0

0

の
対
立
は
往
々
に
し
て
教
会
と
国
家
と
の
抗
争
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
け
れ

ど
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
真
意
は
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
理
想
0

0

と
現
実
0

0

と
の
二
元
的
対
立
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
も

の
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
地
上
の
国
は
決
し
て
国
家
の
み
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
教
会
も
ま
た
単
な

る
地
上
の
国
に
堕
落
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
精
神
の
優
越
を
信
じ
て
信
仰
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
、
強

制
力
を
も
っ
て
外
か
ら
す
べ
て
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
国
家
が
、
決
し
て
理
想
的
の
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
い
う
迄

も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
は
要
す
る
に
地
上
的
生
活
を
成
り
立
た
し
め
る
た
め
の
・
も

ろ
も
ろ
の
い
わ
ば
下
級
事
務
を
司
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
教
会
は
、
人
々
の
心
を
救
済
し
て
こ
れ
を
神
の
国
へ

導
く
た
め
の
崇
高
な
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
も
ち
ろ
ん
教
会
に
従
属
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
神
の
国
が
地
上
で
実
現
さ
れ
た
暁
に
は
全
く
無
用
に
帰
し
去
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
教
父
た
ち
の
代
表
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
さ
ら
に
大
規
模
に
展
開
し
た
の
が
最
大
の
ス
コ
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ラ
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（Thom

as A
quinas, 1227-74

）
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
は
一
定
の
秩
序
に

従
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
社
会
生
活
も
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
自
然
現
象
に
お

い
て
自
然
の
秩
序

0

0

0

0

0

（ordo naturae=order of nature

）
が
存
す
る
の
に
対
し
て
、
社
会
現
象
に
お
い
て
は
正
義
の
秩
序

0

0

0

0

0

（ordo 
iustitiae=order of justice

）
が
行
な
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
法
」
は
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て

法
（ius

）
は
す
な
わ
ち
正
義
（iustum

）
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
健
康
が
医
術
の
目
標
で
あ
る
よ
う
に
、
正
義
は
法
の
目
標
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
正
義
は
法
に
よ
っ
て
如
何
に
し
て
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ト
マ
ス
は
ま
ず
法
に
三
つ
の
種
類
を
区
別
す
る
。
永
遠
法
（lex aeterna=eternal law

）
自
然
法
（lex naturalis=natural 

law

）
お
よ
び
人
定
法
（lex hum

ana=hum
an law

）
が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
―
―
永
遠
法

0

0

0

は
あ
ら
ゆ
る
法
の
源
泉
と
し
て
、

世
界
を
支
配
す
る
神
の
理
性
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神
の
理
性
は
時
間
を
超
越
し
て
時
間
の
制
限
を
受
け
な
い
故
を
も

っ
て
永
遠
法
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
天
啓
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
信
仰
に
よ
っ
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
の
ほ
か
は
な
い
。
次
に
自
然
法

0

0

0

は
人
間
が
そ
の
理
性
に
よ
っ
て
認
識
し
得
る
も
の
で
あ

っ
て
、
永
遠
法
の
不
完
全
か
つ
部
分
的
な
描
写
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
が
自
己
の
理
性
に
よ
っ
て
永
遠
法
を
解
釈
し
た

も
の
、
そ
れ
が
自
然
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
―
―
神
的
な
光
の
人
間
に
対
す
る
い
わ
ば
刻
印
と

し
て
―
―
理
性
に
お
の
ず
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

具
わ
る
「
理
性
の
光
」（lum

en rationis=light of reson

）
あ
る
い
は
「
自
然
の
光
」（lum

en 

naturale=natural light

）
を
恵
ま
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
の
の
善
悪
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
そ
の
現
わ
れ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
「
理
性
の
光
」
あ
る
い
は
「
自
然
の
光
」
に
よ
っ
て
識
ら
れ
る
自
然
法
に
は
、
第
一

次
的
な
自
然
法
と
第
二
次
的
な
自
然
法
と
が
区
別
せ
ら
れ
る
。
第
一
次
的
な
自
然
法
と
は
、
人
間
の
基
本
的
な
欲
求
で
あ
る
と
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こ
ろ
の
自
己
保
存
・
種
族
保
存
な
ら
び
に
―
―
そ
の
理
性
的
性
質
か
ら
生
ず
る
―
―
社
会
生
活
・
精
神
生
活
な
ど
に
関
す
る
欲

求
を
達
成
す
る
た
め
の
お
き
て
で
あ
っ
て
、
中
庸
を
守
る
こ
と
・
正
直
で
あ
る
こ
と
・
不
正
を
為
す
べ
き
で
な
い
こ
と
な
ど
が

そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
時
と
所
を
超
越
し
て
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
第
二
次
的
な

自
然
法
は
、
人
間
存
在
の
基
本
目
的
か
ら
派
生
0

0

す
る
第
二
次
的
目
的
の
達
成
、
な
ら
び
に
第
一
次
的
目
的
の
達
成
を
困
難
な
ら

し
め
る
も
の
を
防
止
0

0

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
可
変
的
で
あ
る
。
従
っ
て
第
二
次
的
な
自
然
法
は
、
人
間
の
つ
く

る
人
定
法

0

0

0

に
よ
っ
て
明
確
に
成
文
化
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
は
―
―
自
然
法
の
ほ
か
に
―
―
人
定
法
す
な
わ
ち

実
定
法
の
必
要
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
、
社
会
秩
序
の
維
持
・
裁
判
の
た
め
に
確
か
な
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
・
実
定
法
の
も
つ
教

育
的
機
能
（
道
徳
的
教
化
）
の
三
つ
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
立
法
の
仕
事
を
主
と
し
て
行
な
う
も
の
が
、
国
家
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
し
か
し
国
家
は
、
個
人
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
目
的
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
終
局
目
的
の
達
成
を
推

進
す
る
こ
と
を
そ
の
使
命
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
個
人
の
終
局
目
的
と
は
、
要
す
る
に
「
徳
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
」（vivere 

secundum
 virtutem

=to live according to virtue
）
で
あ
る
か
ら
、
国
家
も
ま
た
そ
の
線
に
沿
う
た
は
た
ら
き
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
間
を
直
接
こ
の
目
的
に
導
く
こ
と
は
、
神
と
キ
リ
ス
ト
だ
け
が
こ
れ
を
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、地
上
の
王
は
た
だ
そ
の
た
め
の
条
件
と
し
て
「
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
」
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、公
共
の
福
祉

0

0

0

0

0

（bonum
 

com
m

une=com
m

on good

）
を
実
現
す
る
と
い
う
第
二
義
的
目
的
を
任
務
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

国
家
は
当
然
、
教
会
の
従
僕
で
あ
り
、
法
王
は
神
の
権
力
の
体
現
者
と
し
て
―
―
人
民
が
国
王
に
対
し
て
な
し
た
忠
誠
の
誓
を

取
消
し
て
服
従
の
義
務
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
―
―
国
王
自
身
を
も
処
罰
す
る
権
利
を
有
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
ふ
う
に
ト
マ
ス
は
、
国
家
主
権
を
犠
牲
に
し
て
教
会
の
唯
一
絶
対
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
他
方
、
ロ
ー
マ
国
家
の
伝
統
は
決
し
て
滅
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
中
世
の
社
会
思
想
は
教
会
と
国

0

0

0

0

家
の
関
係

0

0

0

0

を
中
心
と
し
て
動
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
現
わ
れ
を
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」

第
二
〇
章
二
五
節
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
。」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
と

り
め
ぐ
っ
て
闘
わ
さ
れ
た
論
議
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
ど
う
い
う
立
場
に
立
つ
に
し
て
も
、「
カ
イ
ザ

ル
の
も
の
」
と
「
神
の
も
の
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
「
現
世
的
権
威
」
と
「
霊
的
権
威
」
と
の
象
徴
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
二
つ
の
権

威
が
い
ず
れ
も
根
本
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
神
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
点
に
お
い
て
は
変
り
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
た
だ
教
会
と
国
家
の
受
け
取
り
方
が
直
接
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
間
接
的
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
見
解
が
分
れ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
意
志
の
直
接
の
解
釈
者
と
な
り
得
る
も
の
は
教
会
の
み
で
あ
り
、
国
家
は
こ
の
教
会
を
通
し

て
間
接
に
そ
の
権
威
を
受
け
る
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
王
は
国
王
を
処
罰
す
る
権
限
を
も
つ
の
が
当
然
で

あ
る
と
考
え
る
の
が
ゲ
ル
フ
派
（G

uelfs

）
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
二
つ
の
権
威
は
相
並
ん
で
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現

世
的
権
威
も
ま
た
―
―
教
会
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
―
―
神
か
ら
直
接
授
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
が
ギ
ベ

リ
ン
派
（G

hibelines

）
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
が
い
わ
ゆ
る
正
統
派
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
後
者
の
見
解
の
代

表
的
な
も
の
を
ダ
ン
テ
（A

lighieri D
ante, 1265-1321

）
の
『
帝
政
論
』（D

e M
onarchia, 1309

）
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

　

ダ
ン
テ
は
ま
ず
そ
の
第
一
巻
に
お
い
て
、「
統
一
」
と
い
う
形
而
上
的
な
理
由
の
た
め
に
も
、
ま
た
平
和
の
確
保
と
い
う
実

際
的
な
利
益
の
た
め
に
も
、
全
人
類
の
統
一
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
を
説
き
、
次
に
第
二
巻
に
お
い
て
、
ロ
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ー
マ
国
民
は
世
界
の
支
配
権
を
神
か
ら
直
接
授
与
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
当
然
世
界
に
君
臨
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
、
進
ん
で
第
三
巻
に
お
い
て
国
家
と
教
会
と
の
関
係
を
論
じ
て
、
こ
の
地
上
に
お
い
て
は
国
王
は
教
会
に
対
し
て
独
立
す
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
た
と
え
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仮
り
に
教
会
と
国
家
と
の
関
係

を
太
陽
と
月
と
の
関
係
に
よ
っ
て
表
わ
す
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
国
王
の
教
会
に
対
す
る
従
属
性
を
認
め

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
月
は
決
し
て
そ
の
存
在
お
よ
び
は
た
ら
き
を
太
陽
か
ら
受
け
た

の
で
は
な
く
、
単
に
太
陽
か
ら
助
け
を
受
け
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
国
王
は
教

会
か
ら
恩
寵
の
光
を
受
け
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
国
王
の
独
立
性
そ
の
も
の
を
破
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
、
ダ
ン
テ
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る＊

。

＊　
『
帝
政
論
』
に
お
け
る
ダ
ン
テ
の
主
張
は
、
一
面
に
お
い
て
は
中
世
思
想
の
徹
底
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
に
お
い
て
は
近
世
思

想
へ
の
橋
渡
し
の
意
義
も
も
っ
て
い
る
、
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
国
家
と
教
会
と
の
関
係
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
逆
に
教
会
を
国
家
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
マ

ル
シ
リ
オ
（M

arsiglio da Padova, 1270-1340
）
で
あ
る
。
そ
の
著
『
平
和
の
擁
護
者
』（D

efensor pacis, 1324

）
の
中
で

マ
ル
シ
リ
オ
は
、
教
会
を
国
家
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
平
和
を
再
建
し
得
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
―

―
彼
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
権
力
の
淵
源
は
人
民
で
あ
っ
て
、
国
王
も
ま
た
法
律
の
拘
束
か
ら
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

で
、
人
類
の
間
に
混
乱
を
惹
き
起
こ
す
主
要
な
原
因
と
な
る
も
の
は
、
権
力
を
不
当
に
よ
こ
ど
り
し
た
法
王
で
あ
る
。
も
と
も

と
法
王
や
僧
侶
は
な
ん
ら
神
の
法
の
遵
守
を
強
制
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
ま
る
で
自
分
が
強
制
力
の
あ

る
管
轄
権
を
も
っ
て
い
る
者
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
、い
わ
ゆ
る
異
端
者
に
対
し
て
刑
罰
ま
で
も
科
し
た
と
こ
ろ
に
、
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中
世

社
会
の
混
乱
の
根
本
原
因
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
平
和
を
再
建
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
君
主
が
僧
侶
階

級
か
ら
独
立
し
て
、
国
家
の
領
土
内
に
お
こ
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
対
し
て
正
当
な
管
轄
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
当
然

教
会
の
上
に
も
管
轄
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
、
い
っ
さ
い
の
刑
罰
は
た
だ
国
家
の
裁
判
所
の
み
が
宣
言
し

得
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
建
前
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
主
張
す
る
マ
ル
シ
リ
オ
の
思
想
の
中
に
は
、
明

か
に
国
家
主
権

0

0

0

0

と
い
う
古
代
的
な
観
念
へ
復
帰
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
の
根
底
に
社
会
契
約
説

0

0

0

0

0

へ
の

方
向
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
社
会
契
約
」
と
い
う
考
え
は
、
す
で
に
古
代
に
そ
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
シ
リ
オ
以
来
特

に
重
要
性
を
帯
び
て
来
て
、
十
八
世
紀
の
終
り
に
至
る
ま
で
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
種
々
様
々
に
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
色
々
に
異
っ
た
結
論
が
同
じ
こ
の
理
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
思
想
の
分
野
が
分
た
れ
た
程
で

あ
る
が
、
そ
の
一
般
的
な
―
―
あ
る
い
は
素
朴
な
―
―
形
態
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

社
会
契
約
説
は
ま
ず
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
国
家
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
し
て
、
そ
こ
か
ら

出
発
す
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
人
間
は
何
人
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
い
か
な
る
規
範
の
拘
束
を
受
け
る
こ

と
も
な
く
、
全
く
自
由
放
任
の
状
態
に
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
―
―
規
範
の
拘
束
以
前
の
―
―
状
態
が
、
い
わ
ゆ
る
自
然
状
態

0

0

0

0

（status naturale=natural state

）
と
呼
ば
れ
、
人
を
異
に
す
る
に
従
っ
て
様
々
に
想
像
せ
ら
れ
て
、
種
々
異
っ
た
姿
を
も
っ
て

描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
人
々
は
そ
れ
を
平
和
の
時
代
・
祝
福
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を
楽
園
に
な
ぞ

ら
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
他
の
人
々
は
、
自
然
状
態
を
も
っ
て
各
人
が
利
己
心
の
ま
ま
に
無
制
限
に
放
縦
を
き
わ
め

る
状
態
で
あ
り
、
従
っ
て
正
当
な
自
由
に
対
し
て
な
ん
の
保
証
も
な
い
・
最
も
不
幸
な
状
態
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
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れ
ら
祝
福
さ
れ
た
状
態
な
ら
び
に
不
幸
な
状
態
が
或
る
時
期
に
終
わ
り
を
告
げ
る
に
至
っ
た
の
は
、
前
の
場
合
は
人
間
が
そ
の

本
来
の
純
潔
を
け
が
し
た
原
罪
の
結
果
で
あ
り
、
後
の
場
合
は
人
間
が
自
然
状
態
の
放
縦
の
も
た
ら
す
危
険
な
ら
び
に
損
失
を

自
覚
し
て
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
自
然
状
態
の
放
棄
に
同
意
し

て
、
社
会
を
構
成
す
る
「
結
合
契
約
」
を
結
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
結
合
契
約
に
よ
っ
て
人
間
は
自
然
状
態
か
ら
社
会
0

0

状
態
0

0

（status societatis=state of society

）
に
移
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
、
人
間
は
相
互
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
平
和
的
に

生
活
す
る
義
務
を
負
う
ば
か
り
で
な
く
、さ
ら
に
進
ん
で
一
定
の
支
配
者
を
指
定
し
て
そ
の
支
配
者
に
服
従
す
る
「
服
従
契
約
」

を
締
結
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
服
従
契
約
は
、
結
合
契
約
と
同
時
に
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
、
そ
れ
か
ら
遅
れ
て
後
に
な
っ
て
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
社
会
契
約
説
の
も
つ
最
も
重
要
な
意
義
は
、
現
に
権
威
を
も
っ
て
人
民
に
臨
ん
で
い
る
政
治
的
権
力
が
、
実
は
人

民
か
ら
派
生
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
在
民
の
原
則
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
点

に
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
統
治
権
者
は
本
来
そ
の
権
力
を
人
民
か
ら
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
根
本
の
前
提
が
承
認
せ
ら

れ
る
な
ら
ば
、
人
民
は
い
つ
で
も
こ
の
―
―
自
己
が
賦
与
し
た
―
―
権
力
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。
殊
に
統
治

権
者
が
契
約
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
果
さ
な
い
場
合
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
反
対
に
ま
た
、
も
し

人
民
は
契
約
を
結
ん
だ
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
い
っ
さ
い
の
自
由
と
主
権
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
と
考

え
る
な
ら
ば
、
統
治
権
力
の
絶
対
性
を
社
会
契
約
説
か
ら
引
き
出
し
て
来
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で
同
じ

社
会
契
約
説
が
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
実
に
様
々
の
異
る
動
機
か
ら
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た＊

。
こ
の
節
に
お
い
て
は
教
会

の
国
家
に
対
す
る
関
係
を
主
題
的
に
と
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
教
会
の
立
場
か
ら
の
社
会
契
約
説
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中
世

の
援
用
の
仕
方
だ
け
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（N

icolaus C
usanus, 1401-64

）
は
国
王
の
権
力
を
無
力
化
す

る
た
め
に
社
会
契
約
説
を
利
用
し
て
、
そ
の
教
会
の
国
家
に
対
す
る
闘
争
の
武
器
た
ら
し
め
よ
う
と
し
、
更
に
く
だ
っ
て
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
学
者
た
ち
も
、
国
王
の
権
力
は
そ
の
最
初
の
契
約
に
お
い
て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
信
仰
と
い
う

内
心
の
事
柄
に
ま
で
干
渉
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
拠
に
社
会
契
約
説
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
。

＊　

同
じ
社
会
契
約
説
か
ら
正
反
対
と
も
思
わ
れ
る
結
論
が
ひ
き
出
さ
れ
た
実
例
を
、
第
八
節
の
ホ
ッ
ブ
ス
と
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
最
初
キ
リ
ス
ト
教
が
西
洋
へ
浸
潤
し
て
行
っ
た
と
き
、そ
の
地
盤
が
ロ
ー
マ
帝
国
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
っ
て
遂
に
宿
命
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
は
史
上
空
前
の
大
規
模

な
―
―
整
備
さ
れ
統
一
さ
れ
た
―
―
組
織
を
、
そ
の
特
色
と
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
教
父
た
ち
は
こ
の
ロ
ー
マ
の
法
制
に
通
暁

し
、
そ
の
組
織
に
う
ま
く
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
規
模
な
布
教
に
成
功
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
国
家
の
位
階
0

0

制0

（hierarchy

）
そ
の
も
の
を
教
会
の
中
へ
も
ち
込
ん
で
法
王
・
司
教
・
長
老
・
司
祭
・
平
信
徒
と
い
っ
た
よ
う
な
組
織
を
確

立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
位
階
制
は
身
分
の
上
下
を
、動
か
し
得
な
い
も
の
と
し
て
固
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
教
義
か
ら
い
え
ば
、
人
は
神
の
前
に
す
べ
て
平
等
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
こ
の
「
神
の
前
の
平
等
」
と
い

う
観
念
が
逆
に
0

0

社
会
生
活
に
お
け
る
「
現
実
の
不
平
等
」
を
―
―
人
間
ど
う
し
の
間
で
は
こ
の
通
り
不
平
等
で
あ
っ
て
も
、
ひ

と
た
び
神
の
前
に
立
て
ば
す
べ
て
の
人
は
平
等
な
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
ふ
う
に
―
―
そ
の
ま
ま
是
認
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
こ

と
は
、
お
お
い
か
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
と
し
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
当
時
最
下
層
の
農
民

は
経
済
史
家
に
よ
っ
て
「
農
奴
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
惨
め
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
で
「
奴
隷
」
を
意
味
す
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ゲ
ル
マ
ン
的
社
会
形
態

る“servus”

と
い
う
言
葉
を
法
王
自
身
が
自
分
に
適
用
し
て
、
自
己
を
「
神
の
僕
の
僕
」（Servus servorum

 D
ei

）
と
呼
ん
だ

と
き
、
―
―
法
王
で
さ
え
自
分
自
身
を
「
し
も
べ
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
―
―
そ
れ

が
奴
隷
的
制
度
を
著
し
く
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
役
割
を
果
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し

て
キ
リ
ス
ト
教
は
も
と
も
と
、
貧
し
い
人
々
・
惨
め
な
人
々
の
解
放
運
動
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、

―
―
そ
し
て
そ
の
精
神
は
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
純
粋
性
を
失
わ
な
い
限
り
、
永
久
に
滅
び
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
―
―
し

か
し
そ
の
反
面
、
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
勢
力
が
封
建
制
度
の
確
立
と
平
行
し
て
拡
大
さ
れ
、
ま
た
封
建
制
度
が
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
に
よ
っ
て
そ
の
地
盤
を
維
持
し
た
こ
と
も
ま
た
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の

―
―
革
新
的

0

0

0

精
神
と
並
ん
で
―
―
保
守
的

0

0

0

精
神
の
存
す
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手

紙
」i i

第
一
三
章
に
い
う
。「
す
べ
て
の
人
は
、上
に
立
つ
権
威
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、神
に
よ
ら
な
い
権
威
は
な
く
、

お
お
よ
そ
存
在
し
て
い
る
権
威
は
、
す
べ
て
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、」
と
。

第
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マ
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ロ
ー
マ
法
は
た
し
か
に
一
種
の
世
界
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
律
自
体
が
世
界
法
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
ロ

ー
マ
の
平
和
が
確
立
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
の
支
配
は
単
に
地
中
海
沿
岸
の
諸
地
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
黒
海
沿
岸
地
方
や

ラ
イ
ン
河
口
地
方
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
殊
に
、
い
わ
ゆ
る
「
教
会
法
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ

i　
『
新
約
聖
書
』
の
中
の
一
書
。
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中
世

と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
は
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
各
地
に
ひ
ろ
ま
り
、
や
が
て
そ
れ
は
諸
国
の
法
律
の
形
成
進
化
を
指
導
す
る

役
割
す
ら
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ー
マ
の
盛
ん
だ
っ
た
頃
ま
だ
き
わ
め
て
幼

稚
な
域
を
脱
し
な
か
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
、
そ
の
民
族
独
特
の
社
会
形
態
な
ら
び
に
法
律
思
想
を
も
っ
て
次
第
に
北
部
お
よ

び
中
部
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
北
方
人
の
南
下
と
共
に
、
か
つ
て
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
心
で
あ
っ

た
地
方
に
進
出
し
、
ま
た
東
方
に
お
い
て
は
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
方
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
果
て
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
地
方
に
ま
で
も
ひ
ろ

ま
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ロ
ー
マ
的
形
態
と
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
、
そ
れ
ら
の
結
晶
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
と
ゲ
ル
マ

ン
法
と
は
、
そ
の
相
交
錯
す
る
地
方
に
お
い
て
、
或
は
激
し
く
相
克
抗
争
し
、
或
は
穏
や
か
に
相
互
に
融
和
し
つ
つ
、
各
地
に

そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
社
会
形
態
―
―
な
い
し
は
法
―
―
の
形
成
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ

法
と
ゲ
ル
マ
ン
法
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
制
史
の
根
幹
を
な
す
二
大
法
系
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
そ
の
言
葉
を
標
準
と
し
て
東
ゲ
ル
マ
ン
人
・
北
ゲ
ル
マ
ン
人
お
よ
び
西
ゲ
ル
マ
ン
人
の
三
部
に
分
れ
、
そ

れ
ら
が
各
地
に
散
在
し
て
各
種
各
様
の
進
化
過
程
を
示
し
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
社
会
形
態
な
ら
び
に
そ
の
根
幹
を

な
す
法
律
思
想
の
中
に
は
或
る
極
度
の
統
一
性
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
を
ゲ
ル
マ
ン
的
性
格
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
、
決
し
て

不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
ロ
ー
マ
的
性
格
と
は
対
立
的
な
特
徴
を
具
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ

の
性
格
を
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
重
要
性
を
も
つ
。
そ
し
て
そ
の
相
異
の
由
っ
て
来
る
根
本
原
因
と
し
て
は
、
ロ

ー
マ
人
が
早
く
か
ら
軍
隊
的
統
一
を
根
底
と
す
る
国
家
を
形
づ
く
り
、
経
済
活
動
も
比
較
的
長
足
の
進
歩
を
と
げ
て
交
換
経
済

が
す
で
に
一
般
化
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
方
は
永
年
の
間
―
―
民
族
的
に
は
或
る
程
度
の
統
一
を
示
し
つ
つ

も
―
―
小
さ
な
集
団
に
分
れ
て
自
給
自
足
に
よ
る
原
始
的
な
生
活

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
営
ん
で
い
た
、
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ゲ
ル
マ
ン
人
が
歴
史
の
舞
台
に
現
わ
れ
た
頃
は
、
全
く
農
牧
の
民
と
し
て
、
小
さ
な
血
縁
的
集
団
を
形
づ
く
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
集
団
全
体
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
、
各
個
の
成
員
を
離
れ
て
こ
れ
に
対
立
し
・
こ
れ
に
優
越
す
る
も
の

で
は
な
く
し
て
、
相
互
に
平
等
の
権
利
義
務
を
も
っ
て
い
る
各
成
員
の
総
和
が
す
な
わ
ち
集
団
全
体
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

従
っ
て
集
団
に
関
す
る
い
っ
さ
い
の
事
柄
は
、
す
べ
て
そ
の
成
員
の
総
意
に
よ
っ
て
決
定
処
理
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

生
活
の
基
盤
を
な
す
土
地
も
集
団
全
体
が
共
同
に
占
有
し
・
共
同
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
う
い
う
形
態
を
理

想
型
的
に
把
握
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
「
総
有
」i i

の
形
態
と
し
て
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

よ
う
な
総
有
の
形
態
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
ま
だ
―
―
抽
象
的
に
対
立
す
る
―
―

人
と
物
と
の
関
係
が
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
集
団
全
体
す
な
わ
ち
総
有
団
体
で
あ
る
村
は
、
そ
の
村
の
成
員
の
総
和
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
村
の
成
員
と
い
う
の
は
実
は
決
し
て
単
な
る
人
で
は
な
か
っ
た
。「
総
有
」
は
ま
だ
―
―
「
物
」
か
ら
独
立
し
た
―
―
抽

象
的
な
「
人
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
の
完
全
な
成
員
た
り
得
る
「
独
立
の
定
住
者
」
と
い
え
ば
、
村
に
家

屋
敷
を
有
し
独
立
の
生
計
を
営
む
者
す
な
わ
ち
「
家
長
」
を
指
し
た
、
と
い
ち
お
う
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
事

柄
の
実
質
か
ら
い
え
ば
、
家
屋
敷
を
も
っ
た
者
が
村
の
成
員
と
し
て
の
諸
権
能
を
も
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
諸
権
能

は
む
し
ろ
家
屋
敷
そ
の
も
の
に
従
属
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
家
屋
敷
」
と
は
、
一
定
の
身
分
を
外
部
へ
表
現
し
た
も

の
と
し
て
、
土
地
に
対
す
る
法
律
関
係
の
主
体
で
あ
り
、
か
よ
う
な
家
屋
敷
な
く
し
て
は
村
地
に
対
す
る
使
用
収
益
の
権
能
は

i　
「
総
有
」：
共
同
所
有
の
一
形
態
で
、
最
も
団
体
的
色
彩
の
強
い
も
の
。
近
似
す
る
も
の
に
「
入
会
権
」
が
あ
る
。
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存
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
家
屋
敷
」
と
「
村
地
の
利
用
」
と
の
結
び
つ
き
が
解
か
れ
て
、
村
地
に
対
す
る
使
用

収
益
の
権
能
が
「
人
」
に
帰
属
し
た
時
は
、
す
な
わ
ち
土
地
総
有
制
の
崩
壊
し
は
じ
め
た
時
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
総
有
制
に
お
け
る
法
律
関
係
の
主
体
で
あ
る
家
屋
敷
は
、「
人
」
と
「
物
」
と
の
分
離
す
る
以
前
の
存
在

で
あ
り
、
し
か
も
「
物
」
か
ら
分
離
独
立
し
た
「
人
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
「
私
」
と
い
う
も
の
が
な
く
、
ま
た
「
私
」

に
対
す
る
「
公
」
も
な
い
。
そ
こ
に
は
た
だ
、
家
屋
敷

0

0

0

に
つ
い
て
は
村
の
団
体
的
権
利
が
最
も
弱
い
の
に
対
し
て
住
民
の
個
別

的
権
利
が
最
も
強
く
、
次
に
家
屋
敷
に
配
当
せ
ら
れ
た
耕
地
0

0

に
つ
い
て
は
団
体
的
権
利
が
比
較
的
弱
い
の
に
対
し
て
個
別
的
権

利
が
比
較
的
強
く
、
最
後
に
共
同
利
用
地

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
団
体
的
権
利
が
最
も
強
い
の
に
対
し
て
個
別
的
権
利
が
最
も
弱
い
、
と

い
う
事
実
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
一
方
の
強
い
権
能
に
対
し
て
は
他
方
の
弱
い
権
能
が
、
一
方
の
弱
い

権
能
に
対
し
て
は
他
方
の
強
い
権
能
が
、
互
に
制
約
し
互
に
補
充
し
、
両
者
が
不
可
分
に
結
合
し
て
、
こ
こ
に
村
地
全
体
に
対

す
る
一
個
の
総
有
関
係
が
形
成
せ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
所
有
権
の
質
的
分
割
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
所
有
権
の
内
容
が
組
織
法
に
よ
っ
て
団
体
の
管
理
処
分
の
権
能
と
住
民
の
使
用
収
益
の
権
能
と
に
質
的
0

0

に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
が
再
び
綜
合
統
一
さ
れ
て
所
有
権
の
全
内
容
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
事
態

を
成
り
立
た
し
め
た
も
の
が
全
く
「
昔
か
ら
の
事
実
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ゲ
ル
マ
ン
的
社
会
形
態
の
著
し
い
特
色
が
見
究

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
に
お
い
て
は
、
論
理
が
ま
ず
存
在
し
て
そ
の
論
理
か
ら
事
実
が
生

み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
論
理
に
先
き
立
っ
て
ま
ず
事
実
が
存
在
し
、
そ
の
事
実
が
論
理
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
裁

判
も
―
―
決
し
て
近
代
法
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
法
規
を
大
前
提
と
し
事
実
を
小
前
提
と
し
て
結
論
を
導
き
出
す
論
理
的
操

作
で
は
な
く
―
―
も
っ
ぱ
ら
祖
先
の
教
え
と
故
老
の
記
憶
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
生
活
関
係
の
確
定
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
ふ
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う
に
根
源
的
な
事
実
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
独
特
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
（G

ew
ere

）

の
本
質
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

G
ew

ere
は
そ
の
語
源
か
ら
い
っ
て
も
英
語
のw

ear

と
同
じ
よ
う
に
、「
身
に
つ
け
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ

ち
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
適
法
な
行
為
に
よ
っ
て
物
に
対
す
る
支
配
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
「
物
を
身
に
つ
け
る
」
と

い
う
ふ
う
に
表
現
し
、
取
得
行
為
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
状
態
そ
の
も
の
を
ま
たG

ew
ere

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
、
現
に
物
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
―
―
す
な
わ
ち
現
に
物
を
活
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
の
み
、G

ew
ere

が
成
立
す

る
。
従
っ
て
、
た
と
え
ば
土
地
に
関
す
る
権
利
が
譲
渡
さ
れ
る
た
め
に
は
、
譲
渡
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
か
ら
少
し
ば
か

り
の
土
塊
ま
た
は
草
の
茎
を
と
っ
て
来
て
、
譲
渡
人
は
こ
れ
を
譲
受
人
の
膝
に
置
く
と
い
う
よ
う
な
象
徴
的
な
形
式
さ
え
も
必

要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
は
、
土
塊
あ
る
い
は
草
の
茎
の
代
り
に
、
手
袋
や
帽
子
が
同
じ
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
思
う
に
、
手
袋
は
所
持
を
表
示
し
、
帽
子
は
支
配
を
象
徴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に

G
ew

ere

の
存
在
お
よ
び
移
転
の
た
め
に
は
、
そ
れ
が
事
実
上
外
部
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ

相
続
お
よ
び
侵し
ん
だ
つ奪
の
場
合
に
は
「
観
念
上
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
」（ideelle G

ew
ere

）
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
相
続
人
は
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
り
、
な
ん
ら
事
実
上
特
別
の
表
示
を
ま
た
ず
し
て
、
直
ち
に
相
続
財
産
の
上
にG

ew
ere

を
取
得
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
土
地
に
対
す
る
支
配
が
不
当
に
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
は
、G

ew
ere

は
依
然
と
し
て
被

侵
奪
者
の
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
近
代
法
と
た
い
し
て
違
わ
な
い
わ
け

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
観
念
上
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
」
の
効
力
が
絶
対
的
で
は
な
く
、
単
に
相
対
的
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
、
や
は
り
ゲ
ル
マ
ン
法
独
特
の
事
実
尊
重

0

0

0

0

の
特
質
が
決
し
て
失
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
相
続
開
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始
以
前
に
被
相
続
人
か
ら
取
得
さ
れ
た
第
三
者
のG

ew
ere

す
な
わ
ち
古
い
0

0G
ew

ere

に
対
し
て
は
、
相
続
人
のG

ew
ere

を
も

っ
て
し
て
も
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、ま
た
被
侵
奪
者
の
「
観
念
上
の
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
」
は
侵
奪
者
に
対
し
て
の
み
、

そ
の
効
力
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
は
侵
奪
者
の
「
事
実
上
の
ゲ
ヴ
ェ
ー

レ
」
が
そ
の
現
実
の
姿
の
ま
ま
で
妥
当
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
更
に
一
年
間
、
他
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
平
穏
か
つ

公
然
にG

ew
ere

を
も
ち
続
け
た
暁
に
は
、
侵
奪
者
のG
ew

ere

と
い
え
ど
も
―
―
相
続
の
場
合
と
同
様
―
―
も
は
や
何
人
も

否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
・
ま
た
何
人
に
対
し
て
も
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
絶
対
的
な
効
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
「
事
実
」
の
も
つ
力
は
偉
大
で
あ
っ
た
。
否
、「
持
続
し
た
事
実
」

は
万
能
で
あ
っ
た
、
と
さ
え
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
た
だ
昔
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
正
当
性
を
認
め
る
の
は
、
乱
暴
で
は
な
い
か
、
と
一
般
的
に
は
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
持
続
し
た
事
実
の
も
つ
万
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
生
活
そ
の
も

の
に
そ
の
成
立
の
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
に
お
い
て
は
、
村
人

は
会
議
に
出
席
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
会
議
で
た
と
え
ば
譲
渡
行
為
の
裁
判
が
行
な
わ
れ
る
場
合
、
裁
判
官

が
「
異
議
あ
る
者
は
直
ち
に
申
し
出
よ
、そ
う
で
な
け
れ
ば
異
議
申
立
権
を
失
う
」
と
三
度
言
渡
す
手
続
を
し
て
確
定
す
れ
ば
、

通
常
の
場
合
は
社
会
生
活
上
な
ん
ら
不
都
合
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
急
迫
し
た
事
情
あ
る
い
は
旅
行
中
不
在
の
た
め

に
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
一
ゕ
年
と
い
う
期
間
が
異
議
申
立
の
猶
予
期
間
と
し
て

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
や
が
て
裁
判
以
外
の
場
合
に
も
通
用
さ
れ
て
、
一
般
に
一
ゕ
年
の
経
過
に
よ
っ
て
取
得
時

効
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
な
ん
の
不
都
合
も
も
た
ら
す
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
た
の
は
、
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村
人
た
ち
が
互
に
自
分
た
ち
仲
間
の
こ
と
は
な
ん
で
も
知
り
つ
く
し
合
い
な
が
ら
、
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

同
様
に
、「
決
闘
」
に
よ
る
立
証
方
法
な
ど
も
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
決
闘

を
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
武
力
の
優
劣
に
よ
っ
て
物
事
の
正
否
・
黒
白
を
決
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ほ
ど
乱
暴
な
こ
と
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
腕
力
の
強
い
者
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
否
む
し
ろ

し
ば
し
ば
そ
の
反
対
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
決
闘
の
慣
習
が
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
で
永

ら
く
守
り
続
け
ら
れ
て
格
別
の
不
都
合
も
ひ
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
は
、
係
争
の
内
容
が
も
と
も
と
仲
間
の
間
で
す
っ
か
り
知

り
つ
く
さ
れ
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
―
―
す
な
わ
ち
い
ず
れ
が
勝
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
者
の
間
で
は
結
論

が
は
じ
め
か
ら

0

0

0

0

0

出
て
い
て
助
太
刀
な
ど
を
適
当
に
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
者
に
は
必
ず
勝
た
せ
る

0

0

0

0

途
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
正
し
い
者
が
必
ず
勝
ち
、
悪
い
者
が
必
ず
や
っ
つ
け
ら
れ
る
と
き
ま
っ
て
い
れ
ば
、
決
闘
と
い
う
よ
う
な
素
朴
な

方
法
も
、
当
時
の
人
々
の
意
識
に
と
っ
て
は
却
っ
て
正
義
感
を
満
足
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

迄
も
、
多
く
の
人
の
納
得
す
る
結
論
が
は
じ
め
か
ら
出
て
い
る
こ
と
、
更
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
い
っ
さ
い
の
事
情
が
そ
の
集
団

の
人
々
に
知
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
当
然
の
前
提
と
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
生
活
に
お
い
て
こ
そ

可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
外
来
者
を
包
含
す
る
商
業
都
市
の
生
活
に
お
い
て
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
生

活
の
地
盤
が
変
れ
ば
決
闘
が
甚
だ
不
都
合
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
か
く
し
て
第
一
回
十
字
軍
（1096

）
の

後
、
都
市
に
お
け
る
商
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
結
果
生
ま
れ
た
諸
都
市
法
は
、
い
ず
れ
も
決
闘
に
よ
る
立
証
方
法
を
禁
止
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
考
え
方
で
は
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
いG

ew
ere

も
決
闘
も
、
い
ず
れ
も
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
生
活

そ
の
も
の
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
方
式
と
し
て
、
は
じ
め
て
い
ち
お
う
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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右
に
述
べ
た
よ
う
な
特
殊
な
性
格
を
も
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
的
社
会
は
、
一
言
で
い
え
ば
名
誉
と
誠
実
を
根
幹
と
し
て
、
相
互
に

尊
重
し
合
い
・
信
頼
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
名
誉
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
、
決
し
て
単

な
る
道
徳
的
観
念
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
強
制
力
を
伴
う
こ
と
を
常
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
不
名
誉
な
者
」
と

判
定
さ
れ
た
者
は
、
も
は
や
証
人
・
弁
護
士
・
裁
判
官
な
ど
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
相
続
人
に
な
る
こ
と

す
ら
も
許
さ
れ
ず
、
結
局
自
分
で
土
地
を
も
つ
途
を
と
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
放
浪
の
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ザ

ク
セ
ン
法
典
（Sachsenspiegel
）＊

の
註
釈
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
名
誉
な
き
財
宝
は
全
く
財
宝
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

名
誉
な
き
身
体
は
法
律
上
は
し
か
ば
ね
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
常
と
す
る
」。
し
か
も「
あ
ら
ゆ
る
名
誉
は
誠
実
に
由
来
す
る
。」

殊
に
債
権
債
務
関
係
に
お
い
て
「
誠
実
に
か
け
て
」（uppe truw

en

）
行
な
わ
れ
る
宣
誓
を
も
っ
て
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
、
宣

誓
者
の
名
誉
を
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
宣
誓
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
「
不
名
誉
な
者
」
と
し
て
あ
ら

ゆ
る
制
裁
を
受
け
、
債
権
者
は
こ
れ
を
あ
な
ど
り
あ
ざ
け
る
絵
画
を
く
ば
り
、
ま
た
同
じ
趣
旨
の
詩
歌
を
歌
う
こ
と
を
許
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

＊　

ド
イ
ツ
中
世
の
代
表
的
な
法
律
書
。ザ
ク
セ
ン
の
判
決
人
で
あ
っ
たEike von R

epkow

に
よ
っ
て1220-35

の
頃
に
著
わ
さ
れ
、

ザ
ク
セ
ン
地
方
で
は
法
典
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
た
。「
鏡
」（Spiegel

）
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
本
書
の
序
詞
に
「
け
だ

し
こ
れ
に
よ
り
て
ザ
ク
セ
ン
法
の
知
ら
る
る
こ
と
、
あ
た
か
も
鏡
に
よ
り
て
婦
人
が
そ
の
面
を
見
る
が
如
し
、」
と
あ
る
に
よ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
互
に
名
誉
を
重
ん
じ
誠
実
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
ゲ
ル
マ
ン
的
社
会
、
―
―
し
か
も
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ

う
に
総
有
団
体
で
あ
る
こ
と
を
根
本
特
質
と
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
成
員
は
自
己
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
団
体

の
た
め
に
存
在
し
、
団
体
も
ま
た
自
己
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
成
員
の
た
め
に
存
在
す
る
、
―
―
団
体
の
権
利
の
背
後
に
は
必
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ず
成
員
の
権
利
が
存
在
し
、
成
員
の
権
利
の
上
に
は
必
ず
団
体
の
権
利
が
臨
ん
で
い
る
状
態
、
そ
れ
は
誠
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ

る
と
さ
え
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
口
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
、
村
落
は
い
つ
ま
で
も
元
の
形
の
ま
ま
を
維
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
人
口
の
増
加
は
当
然
、
元
の
村
落
か
ら
多
く
の
枝
分
村
落
を
分
離
独
立
さ
せ
る
。
そ
し
て
各
村
落
が
分
離
す

る
に
際
し
て
も
、
た
い
て
い
は
耕
地
だ
け
を
分
割
し
、
森
林
牧
場
な
ど
は
分
割
さ
れ
な
い
ま
ま
で
残
さ
れ
た
か
ら
、
結
局
各
村

落
の
住
民
は
こ
れ
ら
森
林
牧
場
な
ど
を
総
有
す
る
い
っ
そ
う
大
き
な
土
地
総
有
団
体
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
、
ち
ょ
う
ど
元
の
村
落
に
お
い
て
家
屋
敷
が
村
有
地
に
対
す
る
権
利
関
係
の
主
体
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
総
有

団
体
に
お
い
て
は
各
村
落
の
耕
地
が
森
林
お
よ
び
牧
場
に
対
す
る
権
利
関
係
の
中
心
に
な
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
身
分

を
外
部
的
に
表
現
す
る
家
屋
敷
が
そ
れ
ぞ
れ
に
配
当
さ
る
べ
き
耕
地
を
決
定
し
、
そ
の
耕
地
の
広
さ
が
森
林
お
よ
び
牧
場
に
対

す
る
使
用
収
益
権
を
決
定
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ひ
と
た
び
家
屋
敷
に
固
定
せ
ら
れ
た
身
分
関
係
に
伴
う
運
命
的
不
平
等

0

0

0

0

0

0

は
停

止
す
る
と
こ
ろ
な
く
進
展
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
権
利
の
譲
渡
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
は
、
大
は
次
第
に
小
を
吸
収

し
て
、
こ
こ
に
世
襲
的
貴
族
の
支
配
す
る
封
建
制
お
よ
び
荘
園
制
度
が
出
現
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

封
建
制
お
よ
び
荘
園
制
度
も
、
こ
れ
を
農
民
の
耕
作
権
と
領
主
の
貢
納
徴
収
権
、
農
民
の
貢
納
義
務
と
領
主
の
農
民
庇
護
義

務
と
が
相
互
に
制
約
し
合
い
補
充
し
合
う
と
い
う
角
度
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
や
は
り
ま
だ
総
有
制
的
性
格
を
多
分
に
具
有
す
る

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
封
建
制
の
封
建
制
た
る
ゆ
え
ん
は
単
に
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
よ
り

も
ま
ず
上
下
の
身
分
関
係
が
土
地
の
関
係
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
頑
強
に
固
定
せ
ら
れ
た
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

社
会
形
態
の
中
で
、
本
来
主
体
性
を
生
命
と
す
る
人
間
が
い
つ
ま
で
も
屈
従
し
て
い
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
迄
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
荘
園
を
根
幹
と
す
る
封
鎖
的
経
済
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
限
ら
れ
た
範
囲
内
だ
け
で
必
ず
し
も
す
べ
て
の
も
の
を
自
給
自
足
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
外
部
と
の
交
換
取
引
に
よ
っ
て
補
う
の
ほ
か
は
な
く
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ま
ず
集
団
的
な
取
引

場
所
と
し
て
の
「
市
場
」
の
発
生
を
見
る
に
至
る
の
は
、
極
め
て
自
然
の
勢
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
こ
の
市
場

へ
出
入
す
る
も
の
・
さ
ら
に
移
住
し
て
来
る
も
の
が
次
第
に
増
加
す
れ
ば
、
こ
こ
に
「
都
市
」
が
発
生
し
て
、
経
済
活
動
の
活

発
化
と
共
に
、
や
が
て
封
建
的
な
荘
園
制
度
に
対
抗
し
得
る
ほ
ど
の
地
盤
と
勢
力
と
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
都
市
の
空
気
は
人
々
を
し
て
自
由
な
ら
し
め
る
。」（D

ie Stadtluft m
acht frei !

）
か
く
し
て
封
建
制
下
の
身
分

の
桎
梏
を
破
壊
し
て
、
公
私
未
分
の
中
か
ら
独
立
自
由
な
「
私
」
が
生
ま
れ
出
る
と
き
、
そ
し
て
そ
の
「
私
」
が
そ
れ
ぞ
れ
自

己
の
意
志
に
も
と
ず
く
契
約
に
よ
っ
て
自
由
な
活
動
の
天
地
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
身
分
か
ら
契

約
へ＊

」
の
推
移
が
行
な
わ
れ
、
総
有
0

0

に
対
し
て
私
有
0

0

が
華
々
し
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
「
私
」
の
活
躍

に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
機
構
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
的
体
制
が
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
ゲ

ル
マ
ン
人
は
、
如
何
に
し
て
―
―
一
見
全
く
別
世
界
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
―
―
ロ
ー
マ
的
世
界
の
体
制
を
、
や
す
や
す
と
迎
え

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊　
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
と
い
う
の
は
、H

enry M
aine: Ancient Law

, 1861

の
第
五
章
の
終
り
に
、「
進
歩
し
て
行
く
社
会
の
動
き

は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

身
分
か
ら
契
約
へ
（from

 status to contract

）
の
推
移
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
従
っ
て
、
右
の
叙
述
だ
け
を
す
な
お
に
読
む
な
ら
ば
、
そ
れ
が
第
一
章
か
ら
第
五

章
ま
で
順
次
た
ど
っ
て
来
た
古
代
社
会
の
推
移
だ
け
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
し
く
「
今

ま
で
の
と
こ
ろ
」（hitherto

）
と
い
う
慎
重
な
表
現
の
な
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
古
代
法
』
と
い
う
著
作
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全
体
の
与
え
る
印
象
か
ら
い
う
な
ら
ば
、「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
が
一
般
に
人
間
社
会
の
推
移
の
方
式
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
取

ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
面
の
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
身
分
」
が
暗
い
運
命
的
不
平
等
を
体

現
す
る
の
に
対
し
て
、「
契
約
」
が
明
る
い
自
由
意
志
の
発
動
を
実
感
さ
せ
て
、「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
が
「
暗
い
社
会
か
ら
明
る

い
社
会
へ
」
と
い
う
望
ま
し
い
発
展
の
方
向
を
指
す
も
の
と
し
て
、
希
望
的
に
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
、
こ
う

い
う
一
般
化
を
不
当
と
す
る
次
の
よ
う
な
反
論
が
生
ま
れ
る
。「
メ
イ
ン
の
公
式
は
英
米
法
の
歴
史
の
中
に
は
、
な
ん
の
根
拠
も

も
っ
て
い
な
い
。
否
、
わ
れ
わ
れ
英
米
人
が
う
し
ろ
向
き
に
進
ん
で
い
る
の
で
な
い
限
り
、
英
米
法
の
全
過
程
は
む
し
ろ
そ
れ
を

裏
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（R

oscoe Pound: The Spirit of the C
om

m
on Law

, 1921, p. 28.

）
英
米
法
系
が
―
―
ロ
ー
マ
法
系

と
は
ち
が
っ
た
―
―
独
特
の
歩
み
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
し
、
ま
た
現
代
の
社
会
問
題
は
―
―
第
十
二
節

の
終
り
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
る
よ
う
に
―
―
も
は
や
「
契
約
自
由
の
原
則
」
一
点
張
り
で
は
解
決
で
き
な
い
段
階
に
来
て
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
か
ら
、「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
を
永
久
に
妥
当
す
る
一
般
的
公
式
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
振
り
ま
わ
す
こ
と
は
、

厳
に
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
」
の
推
移
を
簡
明
に
示
す
方
式
と
し
て
は
、

や
は
り
重
宝
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
ロ
ー
マ
的
世
界
が
も
と
も
と
ゲ
ル
マ
ン
人
に
と
っ
て
決
し
て
縁
遠
い
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
皇
帝

は
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（A

ugustus, 

在
位B

. C
. 27 - A

. D
. 14

）
以
来
、
そ
の
軍
隊
こ
と
に
親
衛
隊
に
勇
敢
で
忠
実
な
ゲ

ル
マ
ン
人
を
多
数
編
入
し
、
そ
し
て
こ
れ
ら
ゲ
ル
マ
ン
の
軍
人
に
は
ロ
ー
マ
の
市
民
権
を
与
え
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
首

長
に
対
し
て
は
「
ロ
ー
マ
貴
族
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
す
ら
も
、
珍
ら
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
多
数
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中
世

の
ゲ
ル
マ
ン
人
が
次
第
に
ロ
ー
マ
の
文
化
に
親
し
み
を
お
ぼ
え
、
ロ
ー
マ
的
体
制
を
謳
歌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
少
し

も
不
思
議
で
は
な
い
。
第
五
世
紀
の
は
じ
め
ロ
ー
マ
の
街
に
ま
で
攻
め
入
っ
て
実
質
的
に
西
ロ
ー
マ
帝
国
を
全
く
滅
ぼ
す
に

至
っ
た
西
ゴ
ー
ト
人
の
王
ア
ラ
リ
ッ
ク
一
世
（A

laricus I, 370-140

）
の
義
兄
弟
で
ま
た
そ
の
後
継
者
で
も
あ
る
ア
タ
ウ
ル
フ

（A
thaulphus, 

在
位410-415

）
な
ど
は
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。「
最
初
の
自
分
の
希
望
は
、
ロ
ー
マ
の
名

を
破
壊
し
て
、
そ
の
代
り
に
ゴ
ー
ト
人
の
帝
国
を
建
設
し
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
皇
帝
の
地
位
と
権
力
と
を
自
分
で
占
め
る
こ
と

に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
多
く
の
経
験
に
よ
っ
て
ゴ
ー
ト
人
が
そ
の
た
や
す
く
は
な
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い
野
蛮
の
故
に
、
決
し

て
法
の
制
御
に
服
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る
法
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
、
国
家

そ
れ
自
体
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
に
及
ん
で
、
自
分
は
む
し
ろ
ゴ
ー
ト
人
の
力
に
よ
っ
て
、

ロ
ー
マ
の
名
を
更
生
さ
せ
、
も
っ
て
ロ
ー
マ
の
再
興
者

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
栄
誉
を
後
世
の
人
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
自
分
は
戦
争
を
避
け
て
平
和
の
た
め
に
努
力
す
る
、」
と
。
ア
タ
ウ
ル
フ
の
か
よ
う
な

言
葉
は
、
―
―
ロ
ー
マ
の
領
内
に
侵
入
し
そ
こ
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
―
―
ゲ
ル
マ
ン
人
の
態
度
を
実
に
よ
く
表
現
す
る

も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

現
に
四
七
六
年
―
―
最
初
皇
帝
の
傭
兵
長
で
あ
っ
た
―
―
ワ
ン
ダ
ル
族
の
王
オ
ド
ア
ケ
ル
（O

doacer, 434-493

）
が
、
西
ロ

ー
マ
帝
国
最
後
の
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ル
ス
（Rom

ulus A
ugstulus,i

在
位475-476

）
に
退
位
を
要
求
し
た
と
き
、
こ
れ
を
承

認
し
た
元
老
院
は
皇
帝
の
印
を
東
ロ
ー
マ
皇
帝
に
送
り
、「
西
部
は
も
は
や
皇
帝
を
必
要
と
せ
ず
、
オ
ド
ア
ケ
ル
が
よ
く
こ
れ
を

保
有
し
統
治
す
べ
き
」
こ
と
を
具
申
し
、
こ
れ
に
対
し
東
ロ
ー
マ
皇
帝
は
オ
ド
ア
ケ
ル
に
イ
タ
リ
ア
統
治
の
権
限
と
栄
誉
と
を

与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
西
ロ
ー
マ
皇
帝
の
廃
位
と
い
う
一
見
極
め
て
重
大
な
事
件
も
、
実
は
西
ロ
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ー
マ
帝
国
が
滅
亡
し
た
の
で
は
な
く
し
て
、
東
西
に
分
れ
て
い
た
帝
国
が
再
び
そ
の
統
一
を
回
復
し
た
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
ロ
ー
マ
人
は
す
な
わ
ち
キ

リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
る
こ
と
は
ロ
ー
マ
人
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る

に
至
っ
て
い
た
か
ら
、
進
ん
で
ロ
ー
マ
人
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
当
然
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
ロ
ー
マ
人
と
な
る
こ
と
を
こ
い
ね
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
右
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
的
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
空
気

の
中
に
お
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
的
世
界
と
ロ
ー
マ
的
世
界
と
の
交
渉
は
、
ま
ず
極
め
て
平
和
な
接
触
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
、
そ
の

結
果
ゲ
ル
マ
ン
的
世
界
の
ロ
ー
マ
化
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
天
下
の
大
勢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

紀
元
八
〇
〇
年
の
キ
リ
ス
ト
降
誕
の
祭
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
カ
ー
ル
一
世
（K

arl I, 742-814

）
が
ロ
ー
マ
法
王
か
ら
帝

冠
を
受
け
て
皇
帝
の
位
に
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
永
い
間
東
ロ
ー
マ
皇
帝
の
支
配
に
服
し
て
来
た
イ
タ
リ
ア
は
、
そ
れ

か
ら
分
離
・
独
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ー
ル
が
法
王
か
ら
帝
冠
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ー
ル
が
そ
れ

に
よ
っ
て
―
―
彼
の
ひ
き
い
る
―
―
フ
ラ
ン
ク
族
こ
そ
法
王
を
か
し
ら
と
す
る
教
会
を
保
護
す
る
た
め
に
神
か
ら
選
ば
れ
た
民

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
か
く
し
て
教
会
と
結
合
し
て
キ
リ
ス
ト
教
帝
国
の
建
設
を
念
願
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
し
て
ロ
ー
マ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
が
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
か
ら
離
脱
し
た
日
こ
そ
、い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

が
歴
史
上
に
出
現
し
た
日
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
に
カ
ー
ル
時
代
の
学
者
の
中
に
は
カ
ー
ル
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

王
」
と
呼
び
、
そ
の
王
国
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
王
国
」
と
名
づ
け
て
い
る
者
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
い
う
よ
う
な
形
で
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」
特
色

の
豊
か
な
社
会
形
態
は
、
す
っ
か
り
そ
の
面
目
を
一
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
ゲ
ル
マ
ン
的
社
会
の
形
態
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中
世

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
集
団
と
そ
の
成
員
と
が
不
即
不
離
の
関
係
に
お
い
て
相
互
に
制
約
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
比

較
的
小
さ
な
・
し
か
も
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
生
活
で
満
足
で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
た
し
か
に
一
つ
の
集
団
的
生
活
様
式
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
り
そ
め
に
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
王
国
」
た
ら
ん
こ
と
を
念
願
す
る
社
会
に
と
っ
て
は
、
右
の
よ
う
な
こ
じ

ん
ま
り
と
し
た
結
合
方
式
が
も
は
や
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
か
く
し
て
人
々
は
、
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
帝

国
の
よ
う
に
、
国
家
権
力
を
代
表
す
る
皇
帝
が
国
民
か
ら
離
れ
て
存
在
し
、
国
民
生
活
を
統
制
し
支
配
す
る
と
共
に
、
ま
た
あ

ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
保
護
す
る
よ
う
な
形
態
を
想
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
社
会
秩
序
の
根
幹
と
し
て
の

法
も
、
ゲ
ル
マ
ン
固
有
法
の
よ
う
に
単
に
「
持
続
し
た
事
実
」
の
確
認
を
建
前
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
支
配
者
の
立

場
か
ら
意
識
的
に
つ
く
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
し
か
も
、
か
よ
う
な
立
法
の
事
業
に
関
し
て
皇
帝
を
補
佐
し
た
多
数
の
法
律
家

は
、
主
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
法
律
学
校
に
お
い
て
ロ
ー
マ
的
法
学
教
育
を
受
け
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
ロ
ー
マ
の
法
律
思

想
は
国
家
権
力
を
背
景
と
し
て
次
第
に
浸
潤
し
て
行
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
、
あ
ら
ゆ
る
高
い

文
化
の
淵
源
と
し
て
の
ロ
ー
マ
文
化
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
、
強
い
思
慕
の
念
を
懐
か
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
十
一
世
紀

に
は
じ
ま
っ
て
十
二
世
紀
に
最
も
盛
況
を
呈
し
た
「
ロ
ー
マ
文
化
復
興
運
動
」
が
、す
な
わ
ち
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
た
だ
一
方
的
に

0

0

0

0

ロ
ー
マ
帝
国
の
普
遍
的
支
配
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
各
地
に
お
い
て
民
族

意
識
の
反
発
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
の
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
殊
に
ロ
ー
マ
法
は
も
と
も
と
外
国
法
で
あ
り
、
そ

の
上
そ
れ
が
民
衆
に
は
縁
遠
い
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
律
そ
の
も
の
を
一
般
民
衆
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に

せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
的
体
制
を
そ
の
ま
ま
直
ち
に
移
し
入
れ
る
こ
と
の
も
た
ら
す
不
自
然
さ

0

0

0

0

の
由
っ

て
来
る
原
因
と
し
て
は
、
い
っ
そ
う
根
本
的
に
は
、
ロ
ー
マ
の
社
会
と
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
と
の
経
済
発
達
の
段
階
の
相
違
が
指
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摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
来
ロ
ー
マ
の
社
会
は
、
交
換
経
済
が
相
当
発
達
し
た
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
は
年
代
的
に
は
そ
れ
よ
り
後
に
現
わ
れ
た
社
会
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
そ
の
も
の
が
ロ

ー
マ
民
族
に
比
べ
る
と
遙
か
に
未
開
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
い
く
つ
か
の
国
を
建
て
て
か
ら
は
、
交
換
経

済
は
ほ
と
ん
ど
跡
を
絶
ち
、
自
給
自
足
に
よ
る
社
会
制
度
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部
分
を
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
支
配
し
た
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
経
済
組
織
は
、
中
世
に
入
っ
て
、
ま
た
新
た
に
原
始
的
社
会
か
ら
の
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
十
一
世
紀
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
は
、
商
取
引
が
次
第
に
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
貨
幣
の
流
通
も
追
々
に
普
及
し
各

種
の
産
業
も
或
る
程
度
発
達
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
面
、
物
々
交
換
は
十
三
世
紀
に
至
っ
て
も
な
お
広
く
行
な
わ

れ
て
い
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
思
想
界
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
演
じ
て
い
た
神
学
者
た
ち
は
、
依
然
と
し
て
新

ら
し
い
社
会
を
積
極
的
に
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
神
学
者
た
ち
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
農
業
と
手
工
業
と

は
衣
食
を
得
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
正
当
な
職
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
商
業
は
な
ん
ら
新
ら
し
い
も
の
を

生
産
せ
ず
、
し
か
も
必
ず
虚
偽
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
故
に
悪
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
旧
約
聖
書
の
「
出
エ
ジ

プ
ト
記
」
第
二
二
章
二
五
節
に
「
あ
な
た
が
、
共
に
お
る
わ
た
し
の
民
の
貧
し
い
者
に
金
を
貸
す
時
は
、
こ
れ
に
対
し
て
金
貸

し
の
よ
う
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
利
子
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
言
葉
を
引
用
し
て
、
利
息
の
禁
止

0

0

0

0

0

を

主
張
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
「
貨
幣
は
―
―
い
の
ち
の
な
い
金
属
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
―
―
貨
幣
を
産0

む0

こ
と
は
で
き
な
い
、」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
考
え
方
が
よ
み
が
え
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
中
世
の
神
学
者
は

い
か
に
も
神
学
者
ら
し
く
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。「
時
間
は
神
の
み
が
支
配
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

人
間
の
自
由
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
人
間
が
時
間
に
金
を
支
払
わ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

権
利
は
な
い
、」
と
。
カ
ト
リ
ッ
ク
支
配
の
期
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中
世

間
を
通
じ
て
、
大
陸
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
各
国
に
お
い
て
、
永
ら
く
利
息
禁
止
法
が
行
な
わ
れ
た
の
は
こ
れ
に
よ
る
の
で

あ
る
。

　

最
大
の
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
強
い
影
響
を
受
け
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
身
近
か
な

経
験
的
事
実
と
し
て
の
経
済
問
題
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
示
し
、「
安
く
買
い
・
高
く
売
る
の
は
、
果
し
て
正
し
い
こ
と
で
あ

ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
、「
そ
の
利
益
が
何
か
尊
い
目
的
の
た
め
に
供
用
さ
れ
る
の
な
ら
差
支
え
な
い
し
、
ま
た

そ
の
利
益
が
労
働
と
費
用
を
償
う
だ
け
の
場
合
は
正
当
で
あ
る
、」
と
も
答
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
利
息
に
対
し
て
は

あ
く
迄
も
否
定
的
で
あ
っ
て
、「
貨
幣
は
純
然
た
る
消
費
財
で
あ
っ
て
用
益
財
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
利
用
に
対
し
て
使
用
料

を
支
払
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
、」
と
主
張
し
て
い
る
。
―
―
中
世
の
か
よ
う
な
考
え
方
を
貫
い
て
い
る
根
本
の
特
徴
は
、「
経

済
」
と
い
う
も
の
を
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
も
の
と
は
考
え
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
中
世
社
会

の
特
色
を
一
身
に
具
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ギ
ル
ド
（guild

）
の
性
格
の
中
に
、
そ
の
具
体
的
な
現
わ
れ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ギ
ル
ド
は
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
社
会
的
・
経
済
的
・
宗
教
的
生
活
の
中
核
を
な
し
た
特
殊
な
団
体
組
織
で
あ
る

が
、
ご
く
少
数
の
も
の
を
除
い
て
は
、
ほ
ぼ
十
一
世
紀
頃
に
初
め
て
現
わ
れ
た
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
頃
の
も
の
は
宗

教
的
色
彩
を
帯
び
た
共
助
組
合
的
の
も
の
が
多
く
、
そ
の
中
か
ら
商
人
ギ
ル
ド
（guild m

erchat

）
や
同
職
親
方
組
合
（craft 

guild

）
な
ど
が
生
ま
れ
出
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
商
人
ギ
ル
ド
や
同
職
親
方
組
合
な
ど
が
発
達
し
た
あ
と
で
も
、

宗
教
的
ギ
ル
ド
が
決
し
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ギ
ル
ド
は
、
た
と
い
ど
う
い
う
形
態
に
分
化
し

て
も
、
や
は
り
そ
の
根
源
的
な
趣
を
保
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
商
人
ギ
ル
ド
の
典
型
的
な
も
の
は
、
十
二
世
紀
未
イ
ギ
リ
ス
の
自
治
都
市
（borough

）
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
国
王
に
献
金
す
る
代
償
と
し
て
そ
の
術
の
立
法
・
行
政
・
司
法
の
権
限
を
ギ
ル
ド
の
手
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商

業
を
独
占
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
職
親
方
組
合
の
方
は
も
と
も
と
特
定
の
工
業
部
門
に
お
け
る
親
方
を
包
含
す
る

組
合
で
あ
る
が
、
手
工
業
が
次
第
に
盛
ん
に
な
る
に
従
っ
て
、
十
四
五
世
紀
の
頃
か
ら
次
第
に
商
人
ギ
ル
ド
に
代
っ
て
そ
の
社

会
的
機
能
を
引
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
交
代
の
模
様
は
大
陸
と
英
国
と
で
は
決
し
て
一
様
で
は
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
陸
に
お
い
て
は
い
わ
ば
革
命
的
に
、
支
配
者
と
し
て
の
商
人
ギ
ル
ド
に
対
す
る
被
支
配
者
と
し
て
の
手

工
業
者
の
爆
発
的
闘
争
の
結
果
と
し
て
交
代
が
行
な
わ
れ
た
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
長
い
間
の
じ
め
じ
め
し
た
利

害
対
立
の
後
に
、ギ
ル
ド
そ
の
も
の
が
少
し
ず
つ
変
質
し
て
行
く
と
い
う
形
で
交
代
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

同
職
親
方
組
合
の
主
な
職
能
は
も
ち
ろ
ん
経
済
的
の
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
決
し
て
た
だ
そ
れ
だ
け
に
つ
き
る

も
の
で
は
な
く
、
組
合
員
は
経
済
目
的
以
外
の
―
―
人
間
と
し
て
の
―
―
共
同
目
的
の
た
め
に
も
結
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

す
な
わ
ち
同
職
親
方
組
合
が
生
活
共
同
体
（Lebensgem

einschaft

）
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
て
、
組
合
員
は

互
に
家
庭
の
吉
凶
禍
福
を
分
ち
合
う
こ
と
を
建
前
と
し
、
病
人
が
あ
れ
ば
見
舞
金
を
贈
り
、
死
亡
し
た
場
合
に
は
組
合
の
費
用

で
葬
儀
を
営
み
、
遺
族
が
貧
困
に
苦
し
む
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
扶
助
料
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
そ
の
中
で
も
、
葬
儀

に
参
列
す
る
こ
と
は
組
合
員
の
重
大
な
義
務
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
怠
る
場
合
に
は
制
裁
が
加
え
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た＊

。
こ
う
い

う
生
活
共
同
体
的
な
伝
統
を
も
つ
中
世
ゲ
ル
マ
ン
の
社
会
に
と
っ
て
は
、
法
律
の
領
域
が
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
「
鋭
く
と
ぎ
す

ま
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
し
た
ロ
ー
マ
法
が
、
ぴ
っ
た
り
し
な
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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中
世

＊　

国
家
や
社
会
の
世
話
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
仲
間
の
相
互
扶
助
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
情
の
社
会
に
お
い
て
は
、
い
つ
ど
こ
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
生
活
共
同
体
が
生
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
中
国
の
同
郷
団

体
と
く
に
「
祭
祀
公
業
」
な
ど
は
、
そ
の
適
例
で
あ
ろ
う
。

　

現
に
十
五
世
紀
末
ド
イ
ツ
各
地
の
農
村
で
は
、
実
状
を
無
視
し
て
外
来
の
ロ
ー
マ
法
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
す
る

不
平
不
満
が
爆
発
し
て
、
大
小
の
農
民
一
揆
が
相
つ
い
で
く
り
返
え
さ
れ
、
つ
い
に
一
五
二
四
年
か
ら
翌
二
五
年
に
か
け
て
は

農
民
の
叛
乱
は
ド
イ
ツ
全
土
の
三
分
の
二
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
荒
れ
狂
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
農
民
軍
は
統
一
を
欠
い
た
上

に
封
建
諸
侯
の
休
戦
条
約
に
口
実
を
か
り
た
巧
妙
な
謀
略
に
か
か
っ
て
、
二
六
年
六
月
農
民
側
の
惨
敗
に
終
っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
農
民
戦
争
」（B

auernkrieg

）
に
お
い
て
農
民
た
ち
の
提
出
し
た
十
二
ゕ
条
の
要
求
の
中
に
、
新
法
す
な
わ

ち
北
イ
タ
リ
ア
的
ロ
ー
マ
法
の
廃
止
と
、旧
法
す
な
わ
ち
ゲ
ル
マ
ン
固
有
法
の
復
活
を
求
め
る
箇
条
が
合
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、

注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
マ
法
の
継
受
」
は
、
ゲ
ル
マ
ン
固
有
の
法
律
思
想
・
社
会
思
想
の
平
和
な
進
展
を
阻
害
し
て

か
き
乱
し
た
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
た
そ
の
反
面
に
お
い
て
は
、
激
し
い
対
決
を
せ
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従

来
単
に
無
意
識
の
中
に
保
持
さ
れ
て
来
た
ゲ
ル
マ
ン
固
有
の
性
格

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
あ
ら
た
め
て
反
省
し
・
自
覚
し
て
・
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ

う
と
す
る
気
運
を
も
よ
び
起
こ
し
た
こ
と
は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
や
が
て
そ
の
気
運
が
―
―
す
で
に

非
常
な
勢
い
で
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
運
動
の
根
幹
を
な
す
―
―
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
（H

um
anism

us

）
の
運

動
と
も
結
び
つ
い
て
行
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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節　

ル
ネ
サ
ン
ス

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
上
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」（R

enaissance

）
と
名
づ
け
ら
れ
る
時
代
は
、
一
面
に
お
い
て
は
中
世
の
窮
屈

な
枠
に
は
め
ら
れ
た
世
界
観
お
よ
び
人
生
観
か
ら
少
な
く
と
も
表
面
上
解
放
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
面
に
お
い
て
は
今

ま
で
お
お
い
か
く
さ
れ
て
い
た
新
ら
し
い
領
域
が
各
分
野
に
お
い
て
発
見
さ
れ
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
新
鮮
な
精
神
力
が
燃
え
立

た
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
立
っ
て
特
色
の
あ
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
内
容
的
に
特
徴
づ
け
る
な
ら

ば
、
第
一
に
そ
れ
は
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
（H
um

anism
us

）＊

の
時
代
で
あ
る＊
＊。

す
な
わ
ち
中
世
思
想
の
根
本
特
徴
が
神
中
心
的

0

0

0

0

で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
教
義
す
な
わ
ち
一
方
的
に
物
事
を
決
め
て
し
ま
う
ド
グ
マ
（dogm

a

）
に
よ
っ
て
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
生
ま
れ
な
が
ら
の
人
間
を
発
見
し
、
そ
れ
を
考
え
方
の
根
本
と
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
明
ら
か

に
人
間
中
心

0

0

0

0

の
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
際
、
―
―
否
定
さ
れ
た
教
会
の
ド
グ
マ
に
代

わ
る
―
―
指
導
原
理
を
遠
く
古
代
の
古
典
に
も
と
め
、
し
か
も
そ
れ
を
中
世
神
学
の
媒
介
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
接
そ
の
原

典
か
ら
汲
み
と
ろ
う
と
し
た
点
か
ら
見
れ
ば
、
ル
ネ
サ
シ
ス
は
―
―
少
く
と
も
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
―
―
古
典
研
究

0

0

0

0

の
時
代

で
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　
「
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
」
と
い
う
言
葉
は
従
来
、
哲
学
に
お
い
て
は
「
人
本
主
義
」、
倫
理
学
に
お
い
て
は
「
人
道
主
義
」、
教
育
学
に

お
い
て
は
「
人
文
主
義
」
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
に
訳
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
、
教
育
学
上
の
人
文
主
義
の
主
張
―
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―
す
な
わ
ち
、
個
人
の
自
由
な
発
展
を
目
的
と
し
・
古
代
文
化
を
教
養
の
理
想
と
し
な
が
ら
、
そ
の
手
段
と
し
て
古
典
語
の
研
究

を
尊
重
す
る
主
張
―
―
は
、
比
較
的
よ
く
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
運
動
と
し
て
の
「
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
」
の
面
影
を
伝
え
た
も
の
、
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊
＊　

ル
ネ
サ
ン
ス
は
第
二
に
宗
教
改
革
の
時
代
で
あ
る
。（
一
三
三
頁
参
照
【
一
三
七
頁[18

頁
後]

】）

　

古
典
研
究
と
い
う
―
―
一
見
近
世
ら
し
く
な
い
―
―
契
機
が
、
い
か
に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
も

そ
も
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
が
本
来
「
古
代
の
再
生
」（W

iedergeburt A
ltertum

s

）
を
意
味
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が
イ
タ
リ
ア
に
そ
の
端
を
発
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶

然
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
古
代
と
の
つ
な
が
り
が
最
も
よ
く
保
た
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
「
古
代
」

そ
の
も
の
が
長
年
月
の
間
に
イ
タ
リ
ア
人
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
中
世
的
な
教
会
的
人
間
の

生
活
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
は
全
く
別
の
精
神
生
活
が
存
在
し
て
そ
れ
自
身
固
有
の
法
則
に
従
い
・
そ
れ
自
身
固
有
の
歴
史
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
た
の
が
こ
の
古
典
研
究
で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
古
い
0

0

古
典
の
研
究
と
新
ら
し
い

0

0

0

0

人
間
の
発
見
と

が
、
一
に
し
て
二
で
な
い
ゆ
え
ん
が
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う＊

。

＊　

中
世
が
単
な
る
「
暗
黒
時
代
」
と
し
て
規
定
し
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
は
る
か
か
な

た
の
大
昔
に
栄
え
て
い
た
こ
と
の
あ
る
あ
の
明
る
い
古
代
文
化
に
当
時
の
人
々
が
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
、
そ
う
い
う
文
化
を
生

ん
だ
か
ぎ
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
あ
ら
た
め
て
見
直
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
と

し
て
う
な
ず
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
精
神
運
動
の
導
火
線
と
な
っ
た
古
典
研
究
は
、
ま
ず
ラ
テ
ン
文
の
新
研
究
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か
ら
入
っ
て
、
キ
ケ
ロ
を
範
と
す
る
純
粋
な
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
古
典
研
究
の
復
興
と
、
精
密
な
文
献
学
的
考
証
を
も
っ

て
教
会
の
ず
さ
ん
な
断
案
の
非
真
実
性
を
あ
ば
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
面
の
代
表
者
は
ヴ
ァ
ラ

（Lorenzo della Valle,i

ラ
テ
ン
名Laurentius Valla, 1407-1457

）
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ラ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
公
認
の
ラ
テ
ン
訳

聖
書
を
検
討
し
て
そ
の
誤
訳
を
指
摘
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
の
贈
与
」（D

onatio 

C
onstantini=D

onation of C
onstantine

）
の
伝
承
が
ま
っ
た
く
教
会
の
こ
ね
あ
げ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
が
洗
礼
を
受
け
た
際
の
感
謝
の
意
味
で
、
法
王
ジ
ル
ヴ
ェ

ス
タ
ー
と
そ
の
後
継
者
と
に
、
い
っ
さ
い
の
宗
教
的
権
力
ば
か
り
で
な
く
、
ロ
ー
マ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
全
土
の
政
治
的
支
配
権

を
も
贈
与
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
王
の
政
治
的
宗
主
権
に
対
す
る
要
求
な
ら
び
に
教
会
的
国
家

の
教
義
は
、
こ
の
伝
承
に
も
と
ず
い
て
主
張
さ
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
そ
れ
が
ま
っ
た
く
教
会
側
の
虚
構
に

ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
、
ヴ
ァ
ラ
に
よ
っ
て
立
証
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
公
言
し
た
有
名
な
著
書
『
ま
ち
が
っ
て

信
ぜ
ら
れ
こ
ね
あ
げ
て
つ
く
ら
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
贈
与
に
つ
い
て
』（D

e falso credita et em
entita C

onstantini 

donatione declam
atio, 1439

）
の
中
で
ヴ
ァ
ラ
は
、
こ
う
い
う
こ
ね
あ
げ
て
つ
く
ら
れ
た
伝
承
に
も
と
ず
い
て
政
治
的
宗
主

権
を
も
要
求
し
よ
う
と
す
る
法
王
は
盗
賊
以
外
の
何
者
で
も
な
い
、
と
言
葉
激
し
く
罵
倒
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
攻
撃
を
あ
え

て
し
た
ヴ
ァ
ラ
が
教
会
側
か
ら
厳
し
く
迫
害
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
ヴ
ァ
ラ
が
「
こ
の
書
物
を
書

い
た
の
は
、単
に
真
理
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、ま
た
名
声
を
え
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
る
、」
と
自
ら
告
白
し
て
い
る
の
は
、

中
世
的
彼
岸
か
ら
近
世
的
此
岸
へ
人
々
の
眼
が
転
向
す
る
と
共
に
、
お
の
ず
か
ら
世
俗
的
な
こ
と
が
ら
に
強
い
関
心
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
当
時
の
一
般
的
風
潮
の
一
面
を
物
語
る
の
に
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
一
挿
話
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
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ヴ
ァ
ラ
の
一
例
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
ラ
テ
ン
文
研
究
は
主
と
し
て
文
献
学
的
な
考
証
に
も
と
ず
い
て
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
形
式
の
面
か
ら
教
会
の
ド
グ
マ
に
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
古
典
研
究
の
発
達
に
伴
っ
て
更
に
内
容
の
面

か
ら
も
反
抗
的
態
度
を
示
す
者
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
教
会
の
採
用
し

た
哲
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
思
想
的
立
場
と
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
が
選

ば
れ
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
プ
レ
ト
ー
ン
（G

eorgios G
em

istos Plethon, 1389-1464

）
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
に
心
酔
し
て
そ

の
姓
を
変
え
て
プ
ラ
ト
ー
ン
に
似
せ
た
程
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
ラ
の
書
物
に
一
年
お
く
れ
て
、『
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ー
ス
哲
学
と
の
相
異
に
つ
い
て
』（1440

）
と
題
す
る
書
物
を
著
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
を
け
な
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン

を
賞
揚
し
、
一
四
五
九
年
に
は
遂
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
執
権
者
で
あ
り
ま
た
学
芸
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
歴
史
上
有
名
な
メ
デ
ィ

チ
ー
家
を
動
か
し
て
、
プ
ラ
ト
ー
ン
研
究
所
を
設
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
よ
う
な
風
潮
に
対
し
て
教
会

側
か
ら
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
の
弁
護
が
な
さ
れ
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
プ
ラ
ト
ー

ン
哲
学
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
人
々
の
側
で
も
、
例
え
ば
プ
レ
ト
ー
ン
の
弟
子
ベ
ッ
サ
リ
オ
ン
（B

essarion, 1403-1472

）

な
ど
は
い
く
ぶ
ん
か
師
の
説
を
緩
和
し
て
、「
プ
ラ
ト
ー
ン
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
共
に
わ
れ
わ
れ
の
到
底
及
ぶ
べ
く

も
な
い
偉
大
な
哲
学
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
人
の
先
哲
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
今
日
の
哲
学
者
な
ど
は
人
間
に
対
す
る
猿
の
よ

う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
、
プ
ラ
ト
ー
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
を
同
じ
よ
う
に
祭
り
上
げ
、
た
だ
両
者
の

相
異
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
が
神
学
的
研
究
の
権
威
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ト
ス
は
自
然
研
究
の
権
威
で
あ
る
と
い

う
点
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
、」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
研
究
が
さ
か
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
研
究
も
ま
た
従
来
と
は
違
っ

た
形
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
教
会
的
伝
統
の
束
縛
か
ら
全
く
独
立
し
て
、
新
生
面
を
ひ
ら
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
い
か
に
も
ル
ネ
サ
ン
ス
ら
し
い
も
の
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
の
自0

然
主
義
的

0

0

0

0

解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
代
表
者
と
も
い
う
べ
き
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
（Pietro Pom

ponazzi,i

ラ
テ
ン
名

Petrus Pom
ponatius, 1462-1525

）
は
、
そ
の
注
目
す
べ
き
小
冊
子
『
霊
魂
の
不
滅
に
つ
い
て
』（D

e im
m

ortalitate anim
ae, 

1516

）
の
中
で
、
従
来
超
自
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
も
全
く
自
然
的
な
方
法
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
の
取
扱
い
方
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
は
確
に
劃
期
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
そ
の
『
自
然
学
』（Physica

）
に
お
い
て
説
い
た
思
想
、
詳
し
く
い
え

ば
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
連
続
的
な
発
展
で
あ
っ
て
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
も
飛
躍
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え

方
を
、人
間
の
精
神
活
動
に
つ
い
て
も
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
自
身
は
、そ
の
「
心

理
説
」
に
お
い
て
有
機
体
の
形
相
と
し
て
の
霊
魂
が
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
質
科
―
形
相
の
漸
次
的
発
展
段
階
を
形
づ
く
る
ゆ
え
ん
を

次
の
よ
う
に
示
し
、

植
物
的
霊
魂i

同
化
作
用
・
繁
殖
作
用

動
物
的
霊
魂i

同
化
作
用
・
繁
殖
作
用
・
知
覚
・
感
情
・
欲
求

人
間
的
霊
魂i

同
化
作
用
・
繁
殖
作
用
・
知
覚
・
感
情
・
欲
求
・
理
性

人
間
的
霊
魂
に
特
有
な
理
性
を
更
に
受
動
的
理
性
（nous pathētikos=passive reason

）
と
能
動
的
理
性
（nous 

poiētikos=acrive reason

）
と
に
分
け
て
、
受
動
的
理
性

0

0

0

0

0

の
方
は
理
性
で
あ
る
と
は
い
え
―
―
ま
だ
や
は
り
感
性
と
結
び
つ
い
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た
も
の
と
し
て
―
―
動
物
的
霊
魂
か
ら
漸
次
的
に
発
展
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
能
動
的
理
性

0

0

0

0

0

の
方
は
感
性
か
ら
離

れ
た
純
粋
な
思
惟
と
し
て「
外
か
ら
」来
て
個
人
の
霊
魂
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の「
外

か
ら
」
と
い
う
表
現
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
現
在

残
っ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ト
ス
の
著
作
だ
け
で
は
明
確
に
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
そ

の
解
釈
に
つ
い
て
多
く
の
異
説
を
生
じ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
お
い
て
は
能

動
的
理
性
は
「
外
か
ら
」
来
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
も
と
も
と
個
人
の
霊
魂
に
先
き
立
っ
て
そ
れ
自
身
で
あ
っ
た
も
の
で
あ

り
、
個
人
の
肉
体
が
死
滅
す
れ
ば
当
然
そ
れ
か
ら
離
れ
て
再
び
本
来
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
帰
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
能
動

的
理
性
は
不
死
不
滅
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
連
続
的
な

展
開
で
あ
っ
て
「
飛
躍
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
を
貫
徹
し
て
、
い
っ
さ
い
の
思
惟
は
表
象
を
予

想
し
、
表
象
は
ま
ず
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
人
間
精
神
の
最
高
の
能
力
で
あ
る
能
動
的
理

性
も
ま
た
、
自
然
的
制
約
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
自
然
主
義
的

な
考
え
方
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
最
高
の
精
神
活
動
さ
え
も
結
局
自
然
的
制
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
運
動
の
先
達
と
し
て
の
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
の
真
面
目
が
あ
る
、
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
か
よ
う
に
人
間
精
神
の
最
高
の
活
動
ま
で
も
自
然
か
ら
独
立
の
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
倫

理
上
に
応
用
す
れ
ば
、
例
え
ば
刹
那
主
義
と
い
う
よ
う
な
芳
し
く
な
い
思
想
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
反
対
に
、
い
わ
ゆ
る
「
未
来
の
賞
罰
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
こ
そ
、
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却
っ
て
倫
理
上
危
険
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
未
来
の
約
束
は
、
人
を
し
て
純
粋
に
「
善
の
た
め
に
善
を
行
な
う
」

こ
と
を
で
き
な
く
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
美
徳
の
報
酬
は
ま
さ
に
美
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
悪
徳
の
罰
報
は
ま
さ
に
悪
徳
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
霊
魂
の
不
滅
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
倫
理
上
少
し
も
必
要
で
は
な
く
、
全
く
「
関
係
の
な
い
問
題
」

（problem
a neutrum

=neutral problem

）
で
あ
っ
て
、
倫
理
の
本
質
は
そ
の
問
題
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
決
さ
れ
よ
う
と
何
の

か
か
わ
り
も
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
に
理
論
的
に
も
倫
理
的
に
も
「
霊
魂
の
不
滅
」
を
全
く
問
題
外
に
お
い
た
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

哲
学
者
の
立
場
と
立
法
家
の
立
場
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
、
哲
学
者
が
純
粋
に
―
―
恐
怖
や
希
望
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
―

―
い
ち
ず
に
真
理
を
探
究
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
に
対
し
て
、
立
法
家
の
役
目
は
人
類
を
正
義
に
導
く
た
め
の
動
機
を
つ
く
る

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
霊
魂
不
滅
の
信
仰
を
一
種
の
教
育
的
動
機
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
必
要
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
か
よ
う
に
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
は
、
右
の
二
つ
の
異
な
る
立
場
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
種
の
二
重
真
理
説
の
か
げ
に
か
く
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
宗
教
裁
判
所
は
や
は
り
そ
の
著
書
『
霊
魂
の
不
滅
に
つ
い

て
』
に
対
し
て
焚ふ
ん
し
ょ書
の
令
を
発
し
、
遂
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
市
に
お
い
て
そ
れ
を
焼
き
捨
て
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
、
法
王

レ
オ
十
世
の
友
で
あ
っ
た
大
僧
正
ベ
ン
ボ
ー
を
有
力
な
保
護
者
と
し
て
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
著
書
と
同
じ

運
命
が
ポ
ン
ボ
ナ
ッ
チ
ー
自
身
の
上
に
も
及
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
心
理
説
を
近
代
化
し
た
の
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史

家
ポ
リ
ビ
オ
ス
（Polybios, B

. C
. 201-120

）
の
影
響
の
下
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
国
家
論
の
精
神
―
―
す
な
わ
ち
い
っ
さ

い
の
虚
構
を
排
し
て
自
然
の
ま
ま
の
人
間
生
活
の
姿
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
す
る
態
度
―
―
を
復
興
し
た
も
の
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世

が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
（N

iccolo M
achiavelli, 1469-1527

）
で
あ
る
。
ポ
リ
ビ
オ
ス
が
そ
の
名
著
『
歴
史
』（H

istoricae

）
に

お
い
て
試
み
た
の
は
、
紀
元
前
二
二
〇
年
か
ら
一
六
八
年
ま
で
の
僅
か
五
三
年
と
い
う
驚
く
べ
き
短
い
期
間
に
、
当
時
の
文
明

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
あ
の
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
完
全
に
ロ
ー
マ
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も

ど
う
い
う
事
情
に
由
る
の
で
あ
る
か
、
約
言
す
れ
ば
あ
の
途
方
も
な
く
大
き
な
ロ
ー
マ
帝
国
が
急
に
盛
ん
に
な
っ
た
因
果
関
係

を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
ポ
リ
ビ
オ
ス
＝
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
線
に
沿
う
て
生
れ
た
マ
キ
ア
ヴ

ェ
リ
の
政
治
学
は
、
彼
が
夜
、
燈
を
か
か
げ
て
香
り
の
高
い
古
典
的
雰
囲
気
の
中
で
典
籍
を
通
じ
て
古
人
と
語
っ
た
こ
と
と
、

昼
は
街
道
の
旅
店
に
腰
を
お
ろ
し
て
通
り
が
か
り
の
旅
人
か
ら
あ
ち
こ
ち
の
も
ろ
も
ろ
の
出
来
事
を
聞
い
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ

た
、
と
称
せ
ら
れ
る
。
彼
の
眼
の
前
に
は
、
古
い
0

0

ロ
ー
マ
が
そ
の
華
か
な
姿
を
も
っ
て
、
新
ら
し
い

0

0

0

0

イ
タ
リ
ア
が
そ
の
惨
め
な

姿
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
前
者
の
盛
大
と
後
者
の
衰
微
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
マ
キ
ア

ヴ
ェ
リ
は
、
か
よ
う
な
歴
史
的
因
果
性
を
究
明
し
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
法
則
」
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ど
こ
の

港
へ
走
ろ
う
と
す
る
か
を
知
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
」
の
た
め
に
自
ら
確
か
な
舵
手

0

0

0

0

0

と
な
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
そ
の
「
一
般
的
法
則
」
の
意
味
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
現
在
眼
の
前
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
同
一
の
事
情
の
も
と
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
を
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
な
す
べ
き
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
事
実
に
お
い
て
、
人
間

は
つ
ね
に
同
一
で
あ
っ
て
同
一
の
情
念
に
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
周
囲
の
事
情
が
同
一
で
あ
れ
ば
同
一

の
原
因
は
つ
ね
に
同
一
の
結
果
を
導
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
事
実
は
同
じ
行
為
の
法
則
を
教
え
る
に
違
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
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こ
う
い
う
わ
け
で
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
主
著
『
君
主
論
』（Il Principe, 1532

）
お
よ
び
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
』（Istoria 

Florentine, 1532

）
な
ど
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
っ
て
国
家
お
よ
び
国
民
は
起
こ
り
・
繁
栄
し
・
そ
し
て

腐
敗
し
て
没
落
す
る
か
、
更
に
ま
た
、
強
固
な
国
家
を
維
持
す
る
た
め
に
は
ど
う
い
う
支
配
組
織
が
必
要
で
あ
る
か
、
を
探
究

す
る
こ
と
に
存
す
る
。
特
に
『
君
主
論
』
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
そ
の
主
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
王
に
献
じ
て
、
君
主
の
心
得
を
説
い
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
性
悪
観
的
な
人
生
観
を
基
礎
と
す
る
露
骨
な
権
謀
術
数
の
奨
励
で
あ
る
こ
と
は
、
後
世
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ

リ
主
義
」（M

achiavellism
）
と
い
う
言
葉
が
、
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
が
幾
多
の
圧
迫
と
非
難
を
受
け
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
今
日
に
至
る
ま
で
ま
だ
や
は
り
世
に

行
な
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
の
少
な
く
と
も
一
面
の
真
理
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
第
十
七
章
「
残
忍
と
仁
慈
、
君
主
は
愛
せ
ら
る
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
怖
れ
ら
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
―
―
度
を
す
ぎ
た
仁
慈
は
、
結
局
国
内
の
無
秩
序

と
人
民
の
放
縦
と
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
君
主
は
愛
せ
ら
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
怖
れ
ら
れ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
人
間
は
一
般
に
恩
を
忘
れ
易
く
・
心
が
変
り
易
く
・
偽
善
的
で
あ
っ
て
、
危
険
に
際
し
て
は
い
く
じ
な
し
で
あ

り
、
利
に
臨
ん
で
は
欲
の
深
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
治
家
ボ
ル
ジ
ア
（C

esare B
orgia, 1475-1507

）
は
残
虐
な
人
間
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
の
残
酷
は
ロ
ー
マ
に
秩
序
を
与
え
・
平
和
を
も
た
ら
し
た
で
は
な
い
か
、
と
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
説
く
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
ロ
ー
マ
を
大
に
し
イ
タ
リ
ア
を
惨
め
に
し
た
重
要
な
原
因
と

し
て
宗
教
を
掲
げ
る
。
―
―
古
い
ロ
ー
マ
の
宗
教
は
国
家
宗
教
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
は
政
治
の
職
分
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
最
初
か
ら
こ
の
世
と
国
家
と
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
眼
は
専
ら
彼
岸
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
従
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っ
て
そ
れ
は
は
本
来
非
政
治
的

0

0

0

0

で
あ
り
、
や
が
て
は
人
々
を
し
て
国
家
を
疎
ん
ぜ
さ
せ
、
ひ
い
て
は
政
治
的
活
動
を
弱
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
神
の
国
の
信
仰
を
基
礎
と
し
て
こ
の
世
に
お
け
る
教
会
の
支
配
が
主
張
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
キ
リ

ス
ト
教
の
害
悪
は
い
よ
い
よ
積
極
的
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
法
王
政
治
（papstum

）
の
結
果
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
王
政
治
の
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
関
係
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
法
王
が
イ
タ
リ
ア
全
土
を
支
配
す
る
場
合
、

二
、
法
王
が
た
だ
法
王
領
だ
け
を
支
配
す
る
場
合
、

三
、
法
王
が
な
ん
ら
世
間
的
な
権
力
を
も
た
ず
に
、
単
な
る
教
会
の
長
た
る
に
と
ど
ま
る
場
合
、

第
一
の
場
合
に
は
、
イ
タ
リ
ア
は
も
は
や
独
立
の
国
家
で
は
な
く
し
て
教
会
の
単
な
る
一
管
区
（province

）
と
な
り
、
第
二

の
場
合
に
は
、
国
家
と
法
王
領
と
が
分
裂
し
て
イ
タ
リ
ア
と
し
て
の
統
一
と
い
う
も
の
は
な
く
、
第
三
の
場
合
に
は
、
法
王
は

外
部
の
力
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
の
独
立
性
は
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
―
―
こ
う
い
う
わ
け
で
、
法
王
政
治
と
イ
タ
リ
ア
国
家
と
の
間
に
絶
対
的
な
対
立
の
存
在
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
法
王
政
治
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
悪
の
根
源
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
こ
れ
を
否
定
し
、
宗
教
に
代
る
べ
き
も
の

と
し
て
祖
国
愛
を
説
い
て
、
国
家
を
神
格
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る＊

。

＊　

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
が
国
家
至
上
主
義
に
も
と
ず
く
「
権
力
政
治
」（M

achtpolitik

）
を
説
い
た
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
否
定

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
君
主
論
』
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
書
い
た
『
ロ
ー
マ
史
論
』（1531

）
に
お
い

て
は
「
賢
明
と
恒
久
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
人
の
君
主
よ
り
は
人
民
の
方
が
賢
明
で
恒
久
性
が
あ
り
、
正
し
い
判
断
力
を
そ
な

え
て
い
る
。
人
民
の
声
を
神
の
声
に
た
と
え
る
の
は
、
理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
民
衆
に
深
い
信
顧
を
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よ
せ
、
民
衆
の
意
志
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
統
治
形
態
を
理
想
的
な
国
家
形
態
と
考
え
て
い
た
面
の
あ
る
こ
と
も
見
の
が

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
一
見
矛
盾
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、「
市
民
の
間
に
平
等
が
支
配
す
る
と
こ
ろ

に
は
共
和
制
を
施
く
べ
き
で
あ
り
、
差
別
が
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
君
主
制
を
施
く
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
民
生
活
の
実
情
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
形
態
が
採
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
客
観
主
義

の
考
え
方
の
現
わ
れ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
そ
の
根
底
に
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と

も
、
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
代

の
ト
マ
ス
・
モ
ー
ア
（Thom

as, M
ore, 1478-1535

）
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
（『
最
も
よ
い
国
家
組
織
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
島
に
つ
い
て
』

1516

）
と
の
共
通
の
基
盤

0

0

0

0

0

が
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
モ
ー
ア
の
描
い
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
教
育
国
家
の
近
代
的

形
成
で
あ
る
、
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
（
南
原
繁
『
政
治
理
論
史
』
一
六
〇
頁
）、
そ
れ
が
と
く
に
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い

う
性
格
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
一
四
九
二
年
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
（C

hristophorus C
olom

bus, 1446-1506

）
に
よ
っ
て

ア
メ
リ
カ
大
陸
が
発
見
せ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
一
四
九
八
年
に
は
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
ー
マ
（Vasco da G

am
a, 1469-1524

）
に

よ
っ
て
喜
望
峰
ま
わ
り
の
新
航
路
が
発
見
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
イ
ス
パ
ニ

ア
の
貨
幣
に
は
「
そ
の
向
う
に
ま
だ
あ
る
」（plus ultra
）
と
い
う
一
句
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
モ
ー
ア
の
構
想
し
た
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
島
」
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
ア
ブ
ラ
ク
サ
半
島
の
陥
没
に
よ
っ
て
出
来
上

っ
た
島
で
あ
っ
て
、
幅
二
〇
〇
マ
イ
ル
、
長
さ
五
〇
〇
マ
イ
ル
の
三
日
月
形
の
島
で
、
同
じ
言
語
と
似
か
よ
っ
た
風
習
・
施
設
・

法
律
を
も
つ
五
十
四
の
都
布
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
モ
ー
ア
は
、
貧
困
も
奢し
ゃ
し侈

も
な
い
共
産
主
義
的
な
生
活
秩
序
を
描

き
な
が
ら
、
そ
の
島
に
五
ゕ
年
居
住
し
て
た
ま
た
ま
イ
ギ
リ
ス
に
帰
っ
た
と
い
う
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ヒ
ス
ロ
デ
ィ
の
口
を
通
し
て
、
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当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
現
実
を
心
ゆ
く
ば
か
り
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
く「
理
想
郷
」を
描
い
た
カ
ン
パ
ネ
ー
ラ（Thom

as C
am

panella, 1568-1639

）の『
太
陽
の
都
』（C

ivitas solis, 1602

）も
、

ま
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
（Francis B

acon, 1561-1626

）
の
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ズ
』（N

ew
 A

tlantis, 1627

）
も
、

い
ず
れ
も
旧
大
陸
か
ら
遠
く
離
れ
た
孤
島
が
場
面
に
選
ば
れ
て
い
る
。

　

以
上
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
と
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
両
者
を
あ
わ
せ
考
え
る
に
、
前
者
は
霊
魂
不
滅
説
と
哲
学
と
の
間
に
矛
盾
を
認

め
、
霊
魂
不
滅
説
を
哲
学
説
と
し
て
は
ま
っ
た
く
否
定
し
て
宗
教
的
信
仰
と
し
て
の
み
許
容
し
、
後
者
は
更
に
そ
の
キ
リ
ス
ト

教
的
信
仰
と
政
治
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
、
宗
教
を
あ
ら
ゆ
る
害
悪
の
根
源
と
見
な
し
て
こ
れ
を
否
定
し
、
人
は
当
然
の
こ
と

と
し
て
国
家
生
活
の
中
へ
入
り
込
ん
で
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
旨
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
―
―
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
ポ

ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
に
よ
っ
て
教
会
の
天
国
は
崩
壊
し
、
さ
ら
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
よ
っ
て
教
会
の
地
上
の
王
国
ま
で
が
そ
の
存
在

の
基
礎
を
危
く
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ー
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
没
後
ま
も
な
く
一
五
三
〇
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
再
び
政
治
上
の
自
由
を

失
う
と
共
に
反
動
が
起
こ
っ
て
、
法
王
の
権
力
お
よ
び
教
会
の
勢
力
が
に
わ
か
に
復
活
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
さ
ら
に
、

教
会
側
が
ロ
ー
マ
的
な
享
楽
を
教
会
生
活
の
中
へ
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
心
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
す
る
努
力
ま
で
試
み

る
に
及
ん
で
、
思
想
界
は
新
旧
両
要
素
の
入
り
ま
じ
る
混
乱
し
た
様
相
を
呈
し
て
人
々
は
そ
の
正
し
い
目
標
を
見
失
い
、
こ
こ

に
一
種
懐
疑
的
な
傾
向
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
最
も
は
っ
き
り
し
た
・
し
か
も
豊
か
な
表
現
を
、
わ
れ
わ
れ
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（M

ichel de M
ontaigne, 1533-1592

）
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ル
ネ
サ
ン
ス

の
思
想
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
当
時
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
政
治
上
な
ら
び
に
宗
教
上
の
争
い
を
親
し

く
目
撃
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
逆
に
眼
を
内
に
向
け
て
専
ら
自
己
自
身
を
み
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

『
随
想
録
』（Essais, 1580-88

）
の
中
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、「
私
は
他
の
い
か
な
る
対
象
よ
り
も
私
自
身

0

0

0

を
研
究
す
る
。
そ
れ

は
私
の
形
而
上
学
で
あ
り
ま
た
形
而
下
学
で
も
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
学
問
研
究
の
す
べ
て
で
あ
る
）」
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
殊
に
第
三
巻
は
老
年
隠
退
後
の
自
由
を
い
っ
そ
う
利
用
し
て
「
私
自
身
が
私
の
書
物
の
題
材
で
あ

る
」（Je suis m

oi-m
êm

e la m
atière de m

on livre.

）
と
い
う
序
文
冒
頭
の
言
葉
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
る
。
あ

ら
ゆ
る
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
て
―
―
自
由
に
想
い
を
や
り
静
か
に
感
情
に
浸
り
つ
つ
―
―
自
己
を
そ
の
本
性
の
流
れ
の
ま
ま
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

取
り
扱
う
こ
と
は
、
確
に
近
代
的
特
徴
の
一
つ
を
形
づ
く
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
博
識
、
殊
に
古
代
文
学
に
関
す
る
知
識
は
真
に
驚
く
べ
き
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
特
に
彼
は
無
数
の
考
証
を
基

礎
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
思
想
・
感
情
・
衝
動
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
的
特
質
を
画
き
出
す
こ
と
に
、

特
殊
な
興
味
と「
人
文
学
者
」（H
um

anist

）と
し
て
の
喜
び
を
感
じ
て
い
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
そ
の
反
面
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、

唯
一
つ
の
一
般
的
公
式
を
独
断
的
に
押
し
通
そ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
対
し
て
は
、
あ
く
ま
で
反
抗
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
彼
は
正
統
派
の
教
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
―
―
も
し
超
自
然
的
な
も
の
に
対
す
る
信
仰
が
真
実
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
換
言
す
れ
ば
人
が
真
に
神
の
栄
光
に
浴
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
類
の
生
活
は
現
に
あ
る

も
の
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
生
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
事
情
は
神
の
命
令
に
よ

っ
て
改
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
あ
の
下
劣
な
激
情
に
伴
う
宗
教
戦
争
が
人
類
を
相
互
に
敵
視
さ
せ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
事
実
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
人
類
を
動
か
す
も
の
は
決
し
て
神
の
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
因
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襲
と
伝
統
で
あ
る
。
ま
た
人
は
神
を
認
識
し
た
と
い
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
、
人
間
本
来
の
限
界
を
超
越
し
た
も
の
を
と

ら
え
る
能
力
が
あ
る
筈
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
し
仮
り
に
多
少
と
も
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
信
じ
て
い
る
人
が
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
甚
だ
し
く
品
位
を
低
め
ら
れ
た
神
す
な
わ
ち
神
な
ら
ぬ
神
を
知
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、

人
間
と
他
の
動
物
と
の
差
は
人
間
が
自
分
で
勝
手
に
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間

が
特
に
誇
ら
し
げ
に
掲
げ
て
い
る
「
知
識
」
そ
の
も
の
が
、
人
間
を
動
物
か
ら
完
全
に
区
別
す
る
ほ
ど
、
か
け
離
れ
て
す
ぐ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
人
間
の
感
官
0

0

に
つ
い
て
み
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
は
常
に
錯
誤
を
犯
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
不
確
か
な
も
の

が
真
理
を
教
え
る
と
は
、
ど
う
し
て
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
感
官
は
た
だ
、
外
の
世
界
を
そ
の
特
殊
な
性
質
と
事
情
と

に
応
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
現
わ
れ
る
も
の

は
、
外
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
知
覚
す
る
感
官
の
特
殊
な
状
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
故
に
、
も
し
こ
う
い
う
感
官
を
十
分
信
頼
で
き
る
も
の
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
適
当
に
調
節
す
る
他
の
機
関

（instrum
ent

）
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
こ
の
調
節
機
関
を
し
て
誤
な
か
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
更
に
ま
た
別
種
の
機
関

が
必
要
に
な
り
、
か
く
し
て
極
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
人
間
の
理
性
0

0

に
つ
い
て
吟
味
す
る
に
、
こ
れ
も
ま
た
、
事
物
に
関
し
て
最
後
の
決
定
を
与
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
と
い
う
の
は
、
或
る
一
つ
の
見
解
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
論
拠
は
、
そ
れ
自
身
さ
ら
に
他
の
論
拠
を
必
要
と
す
る
と
い

う
ふ
う
に
、
源
へ
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
く
過
程
（regressus

）
に
は
限
り
が
な
く
、
そ
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
識
る
我
と
識
ら
れ
る
対
象
と
は
共
に
絶
え
ず
変
化
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
っ
さ



一
三
一

第
七
節　

ル
ネ
サ
ン
ス

い
の
現
象
は
こ
れ
た
だ
千
差
万
別
の
差
別
相
で
あ
っ
て
、「
一
般
的
法
則
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
到
底
こ
れ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
単
に
理
論
上
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
上
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
習
慣
は
時
と
所

に
従
っ
て
変
化
し
、
昨
日
は
妥
当
し
、
明
日
は
も
は
や
そ
う
で
は
な
く
、
山
を
隔
て
て
は
善
い
行
為
も
ま
た
犯
罪
と
な
る
。
真

理
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
に
よ
っ
て
た
ち
き
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
か
く
し
て
、
懐
疑
が
究
極
の
か
く
れ
場
と

な
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
「
私
に
何
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」（Q

ue sais-je?

）

　

し
か
し
な
が
ら
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
決
し
て
単
な
る
懐
疑
に
は
終
ら
な
か
っ
た
。
混
迷
せ
る
差
別
相
、
も
し
く
は
個
人
主
義
、

あ
る
い
は
懐
疑
主
義
、
―
―
こ
れ
ら
は
決
し
て
彼
の
最
後
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
は
、
い
っ
さ
い

の
事
物
の
裏
面
に
、
一
種
の
無
限
な
背
景
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
分
別
と
技

巧
を
斥
け
て
、
真
の
無
知
に
還
っ
て
、
自
然
に
身
を
任
せ
る
と
き
、「
自
然
と
い
う
大
き
な
強
い
母
」
が
わ
れ
わ
れ
を
親
切
に

導
い
て
く
れ
る
こ
と
が
会
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
母
で
あ
る
自
然
の
荘
厳
な
姿
の
前
に
は
、
わ
れ
わ
れ

人
間
が
―
―
否
、
わ
れ
わ
れ
が
偉
大
な
も
の
と
呼
ぶ
い
っ
さ
い
の
も
の
が
、
結
局
は
消
滅
し
去
る
一
つ
の
小
さ
な
点
に
過
ぎ
な

い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
懐
疑
は
、
む
し
ろ
最
も
豊
か
な
意
味
に
お
い
て
の
「
自
然
の

信
仰
」
に
至
る
準
備
段
階
を
意
味
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ル
ソ
ー
の

先
駆
者
で
あ
る
と
も
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
精
神
は
、
さ
ら
に
そ
の
友
人
の
シ
ャ
ロ
ン
（Pierre C

harron, 1541-1603

）
に

も
受
け
継
が
れ
て
、「
人
間
の
真
の
研
究
は
人
間
で
あ
る
、」
と
い
う
有
名
な
言
葉
に
よ
っ
て
表
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か

よ
う
な
人
間
の
自
己
省
察

0

0

0

0

0

0

0

へ
の
気
運
は
お
の
ず
か
ら
「
個
人
の
自
覚
」
を
高
め
る
こ
と
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
は
権
利
思
想
・
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法
律
思
想
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
先
頭
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
一
五
七
七
年
に
現
わ
れ
た
ボ

ダ
ン
（Jean B

odin, 1530-96

）
の
『
国
家
論
六
巻
』（Six livres de la république

）
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
書
物
の
も
つ
歴
史
上
の
意
義
は
、「
主
権
」
の
概
念
を
論
理
的
に
展
開
し
た
点
に
存
す
る
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
主
権
0

0

と

統
治
権

0

0

0

と
は
明
か
に
区
別
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
統
治
権
は
一
定
期
間
譲
渡
さ
れ
分
割
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
の
に
対
し
て
、
主
権
は
そ
れ
自
身
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
分
割
さ
れ
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
も
し

神
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
別
れ
て
多
数
の
神
々
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
一
国
内
に
多
数
の
主
権
者
が
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
主
権
と
統
治
権
と
の
区
別
と
関
連
し
て
ボ
ダ
ン
は
、
さ
ら
に
国
家
形
式
す
な
わ
ち
国
体
0

0

と
統
治
形
式
す
な
わ
ち

政
体
0

0

と
を
区
別
す
る
。
―
―
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
体
の
相
異
は
誰
が
主
権
を
所
持
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

と
こ
ろ
で
主
権
の
本
質
的
特
徴
は
、
法
律
を
発
布
し
・
戦
争
お
よ
び
平
和
を
宣
言
し
・
特
赦
令
を
布
き
・
か
つ
最
高
の
官
吏
を

任
命
す
る
点
に
存
す
る
。
か
よ
う
な
主
権
は
国
民
全
体
に
あ
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
一
人
の
君
主
に
あ
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
前
者
が
民
主
国
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
君
主
国
体
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
国
体
の
区
別
に
対
し
て
、
―
―
統
治
が
ど
う
い
う
形
式
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
か
と
い
う
―
―
政
体
の
区
別
が
多
く
の

場
合
一
致
す
る
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、し
か
し
ま
た
、一
致
し
な
い
場
合
も
可
能
で
あ
る
。す
な
わ
ち
君
主
国
体
で
君
主
政
体
、

民
主
国
体
で
共
和
政
体
で
あ
る
場
合
の
ほ
か
に
、
民
主
国
体
で
君
主
政
体
で
あ
る
場
合
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
民

全
体
が
国
王
を
選
挙
し
て
こ
れ
に
統
治
権
を
委
ね
る
場
合
な
ど
は
、
そ
の
適
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
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ル
ネ
サ
ン
ス

う
ふ
う
に
し
て
ボ
ダ
ン
は
、
国
体
と
政
体
と
が
い
ち
お
う
別
の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
か
に
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
に
お
い
て
ボ
ダ
ン
は
、
課
税
権
を
欠
い
て
は
立
法
権
が
結
局
成
り
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
看

破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
が
、「
課
税
権
は
人
民
に
存
す
る
」
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
ボ
ダ
ン

は
結
果
に
お
い
て
、「
主
権
は
人
民
に
存
す
る
」
と
主
張
し
た
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
結
局
は
じ
め
か
ら
民
主
国
体
の
み
を
承

認
し
た
こ
と
に
な
り
、
か
く
て
は
出
発
点
に
お
い
て
せ
っ
か
く
試
み
た
国
体
の
区
別
も
、
全
く
無
用
と
な
る
の
ほ
か
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

ボ
ダ
ン
に
お
け
る
・
こ
の
よ
う
な
不
徹
底
な
と
こ
ろ
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
政
体
に
差
別
は
あ
っ
て
も
国
体
に

差
別
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
唱
え
た
の
が
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
（Johannes A

lthusius, 1557-1638

）
の
主
権
在

民
説
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
主
権
が
唯
一
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
は
ボ
ダ
ン
と

一
致
す
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
身
体
に
一
つ
の
霊
魂
が
具
わ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
国
に
は
唯
一
つ
の
主
権

が
―
―
し
か
も
国
民
の
中

0

0

0

0

に
―
―
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
統
治
権
を
行
使
す
る
一
人
一
人
の
君
主
や
貴
族
は
死
ぬ
け
れ

ど
も
、
国
民
は
―
―
少
な
く
と
も
全
体
と
し
て
は
―
―
死
滅
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
い
っ
さ
い
の
権
力
は

国
民
か
ら
出
て
、
常
に
ま
た
国
民
へ
帰
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
政
体
に
差
別
は
あ
っ
て
も
、
国
体
に
差
別
が

あ
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
人
間
は
、
ど
う
し
て
相
寄
り
相
集
っ
て
国
家
社
会
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
は
、
そ
れ
は
人
心
の
自
然
の
要
求
か
ら
お
こ
る
合
意
に
も
と
ず
く
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

合
意
と
は
一
種
の
自
然
的
感
情

0

0

0

0

0

（naturalis affectio

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
は
ま
ず
明
示
的
あ

る
い
は
黙
示
的
契
約
（pacto expresso vel tactio

）
に
よ
っ
て
成
立
し
、
こ
の
社
会
契
約
に
次
い
で
統
治
契
約
に
よ
っ
て
国
家
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の
統
治
組
織
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
論
的
契
約
説
の
も
っ
て
い
る
重
要
な
意
義
は
、

法
の
基
礎
を
人
間
性
の
根
底
深
く
根
本
的
に
反
省
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
憲
制
の
方
向
へ
向
わ
せ
た
点
に
存
す
る
の
で
あ
っ

て
、
か
よ
う
な
自
然
法
論
を
最
も
明
確
に
説
い
て
近
代
に
お
け
る
「
自
然
法
の
父
」
と
な
っ
た
の
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo 

G
rotius, 1583-1645

）
で
あ
る
。

　

名
著
『
戦
争
と
平
和
の
法
』（D

e jure belli ac pacis, 1625

）
と
い
う
表
題
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
考
察
の
出
発
点
は
―
―
統
治
者
と
国
民
と
の
国
内
的
関
係
で
は
な
く
―
―
主
権
を
も
つ
各
国
家
相
互
間
の
国
際
的
関
係
で

あ
っ
た
。
事
実
、
彼
に
筆
を
と
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
も
の
は
、
当
時
彼
が
目
撃
し
た
無
数
の
戦
争
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
戦
争
は
必
ず
し
も
正
当
な
理
由
な
く
し
て
始
め
ら
れ
、
し
か
も
ひ
と
た
び
戦
端
が
開
か
れ
る
と
、
人
々
は
さ
な
が
ら
野

獣
と
化
し
た
か
の
よ
う
に
狂
暴
な
激
情
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
異
常
な
際
に
法
と
い
う
も
の
は
い
っ

た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
―
―
こ
の
問
題
は
彼
を
駆
っ
て
つ
い
に
法
の
究
極
の
基
礎
を
探
究
さ
せ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

　

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
人
間
が
そ
の
本
性
上
単
に
血
縁
団
体
で
あ
る
家
庭
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
本
能
あ
る
い
は
感
情
を
も
っ
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
広
く
社
会
を
結
成
し
・
一
般
的
な
原
則
に
従
い
そ
れ
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
和
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
間
性
そ
の
も
の
に
お
の
ず
か
ら
具
わ
る
不
変
の
原
理
と
し
て
の
自
然
法
の
存
在
を
疑
う
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。「
神
の
絶
対
性
を
は
ず
か
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
仮
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
仮
り

に
神
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
神
が
人
間
の
事
柄
に
関
係
し
な
い
と
仮
定
し
て
も
、
や
は
り
自
然
法
は
存

在
す
る
で
あ
ろ
う
、」
と
つ
つ
ま
し
い
信
徒
で
あ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
も
、
慎
し
み
深
く
―
―
し
か
し
な
が
ら
は
っ
き
り
と
―
―
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ル
ネ
サ
ン
ス

そ
の
確
信
を
吐
露
し
て
い
る
。（D

e jure belli parci ac pacis, Prolegom
. §11.

）
こ
の
よ
う
な
自
然
法
を
基
礎
と
し
て
、
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
も
ま
た
、
明
示
あ
る
い
は
黙
示
の
契
約
に
よ
っ
て
社
会
が
組
織
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
人
間

の
共
同
生
活
に
必
要
な
責
任
確
立

0

0

0

0

の
方
式
と
し
て
は
、
契
約
に
よ
っ
て
社
会
を
組
織
す
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
は
な
く
、
第
二
に

或
る
団
体
に
加
入
し
て
特
定
の
人
あ
る
い
は
人
々
に
服
従
0

0

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
契
約
に
よ
っ
て
こ
れ
を

承
認
し
た
と
す
る
の
が
最
も
自
然
な
考
え
方
で
あ
り
、
第
三
に
さ
ら
に
進
ん
で
人
類
社
会
に
お
い
て
権
力
を
中
心
と
し
た
大
き

な
統
一
が
実
現
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
契
約
に
よ
る
よ
り
ほ
か
に
途
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
も
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
社
会
契
約
と
い
う
も
の
は
、
単
に
社
会
構
成

0

0

0

0

の
契
約
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
同
時
に
国
法
制
定

0

0

0

0

の
意
味
を
も
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
社
会
を
構
成
す
る
社
会
契
約
は
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
社
会
と
い
う
相
互
依
存
的
方
式
に
お
い
て
責
任
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
責
任
こ
そ
は
国
法
を
産
む
母
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
社
会
の
起
原
と
国
家
の
起
原
と
の
間
に
は
明
確
な
区
別
は
な
く
、
社
会
を

構
成
す
る
原
因
は
同
時
に
国
家
を
構
成
す
る
原
因
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
国
家
を
構
成
す
る
原
因
と
な
る
も
の
は
、
決
し
て

単
に
一
国
の
利
益
の
み
を
目
的
と
す
る
国
内
法

0

0

0

を
制
定
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
大
き
な
社
会
契
約
へ
―
―
す
な
わ
ち

各
国
相
互
間
の
利
益
を
目
的
と
す
る
国
際
法

0

0

0

の
制
定
に
ま
で
進
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
社
会
・
国
家
・
国
際
関
係
の
三

つ
の
も
の
が
一
つ
の
連
続
的
発
展
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
は
、
一
部
の
人
々
に
よ
っ
て
有
名
無
実
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
国
際
法
を
は
じ
め
て
国
内
法
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
人
間
性

0

0

0

に
お
の
ず
か
ら
そ
な
わ
る
自
然
法
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
自
然
法
の
父
」
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
ま
た
「
国
際
法
の
父
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
一
見
無
味
乾
燥
で
あ
り
抽
象
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
法
律
思
想
も
、
ボ
ダ
ン
、
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ

ス
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を
経
て
全
く
人
間
的
な
も
の
と
な
り
、
さ
き
に
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
古
典
研
究
か
ら
は
じ
ま
っ
た
「
フ
マ

ニ
ス
ム
ス
」
の
運
動
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
つ
い
に
全
人
類
の
国
家
社
会
生
活
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
は
第
二
に
「
宗
教
改
革
」（R

eform
ation

）
の
時
代
で
あ
る＊

。
も
っ
と
も
、
広
い
意
味
に
お
い
て
の
宗
教
改
革

は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
っ
て
決
し
て
こ
の
時
代
に
初
め
て
現
わ
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
「
改
革
」
の
現
わ
れ
方

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
傾
向
に
従
っ
て
種
々
異
っ
た
形
で
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
キ
リ
ス
ト
信
者
の
生

活
を
俗
世
間
の
わ
ず
ら
い
か
ら
ひ
き
離
す
た
め
に
初
代
キ
リ
ス
ト
教
の
教
団
あ
る
い
は
僧
団
が
現
わ
れ
、
次
に
グ
レ
ゴ
リ
七

世
（G

regorius V
II,i

在
位1073-85

）
は
、封
建
制
の
束
縛
か
ら
教
役
者
の
位
置
を
解
放
す
る
た
め
に
絶
え
ず
帝
王
権
と
争
い
、

た
ま
た
ま
幼
君
ヘ
ン
リ
ー
四
世
の
権
勢
が
き
わ
め
て
弱
か
っ
た
の
に
乗
じ
て
監
督
叙
任
（Investitur

）
の
権
を
奪
い
、
約
二
十

年
間
も
め
た
結
果
一
〇
七
七
年
つ
い
に
ヘ
ン
リ
ー
四
世
を
破
門
し
て
屈
服
さ
せ
（
カ
ノ
ッ
サ
の
屈
辱
事
件
）、
あ
っ
ぱ
れ
僧
侶

政
治
の
「
改
革
者
」（R
eform

ator

）・
と
な
っ
た
事
件
な
ど
が
そ
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
「
改
革
」
は

い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
会
と
外
部
の
勢
力
と
の
抗
争
過
程
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
「
改
革
」
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ひ
っ
き
ょ
う
相
対
立
す
る
二
つ
の
権
力
の
外
面
的
な
勢
力
争
い
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
外
部
の
勢
力

に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
が
自
己
の
勢
力
を
増
大
す
る
と
き
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
は
、
信
仰
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
最
も
た

い
せ
つ
な
筈
の
人
間
本
来
の
内
的
生
命
が
甚
だ
し
く
抑
圧
さ
れ
・
虐
げ
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

も
一
般
に
、
外
部
か
ら
の
圧
迫
の
重
さ
が
加
わ
れ
ば
加
わ
る
ほ
ど
、
内
部
の
潜
在
的
な
反
撥
力
は
ま
す
ま
す
増
大
す
る
。
長
い
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ル
ネ
サ
ン
ス

間
の
不
当
な
不
自
然
な
圧
迫
に
よ
っ
て
今
に
も
爆
発
す
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た
人
間
の
内
的
生
命
が
、
つ
い
に
導
火
線
を
得

て
キ
リ
ス
ト
教
自
身
の
内
部
か
ら
―
―
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
地
盤
の
上
に
立
ち
な
が
ら
―
―
従
来
の
不
純
な
も
の
に
対
し
て

純
粋
に
人
間
的
な
叫
び
の
の
ろ
し
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
、
十
六
世
紀
の
・
狭
義
に
お
け
る
。“R

eform
ation”

の
特
徴
が
あ
る
。

そ
れ
は
外
部
の
勢
力
に
対
し
て
教
会
の
位
置
を
改
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
宗
教
そ
の
も
の
を
改
革
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
真
の
意
味
に
お
い
て
「
宗
教
改
革
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
が
従
来
の
教
会
の
や
り
方
に

抗
議
す
る

0

0

0

0

（protest
）
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、“Protestantism

us”

と
も
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
「
宗
教
改
革
」
を
同
じ
運
動
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
と
見
る
思
想
史
上
の
通
説
に
反
対
す
る
も
の
に
、
ト

レ
ル
チ
（Ernst Troeltsch, 1865-1923

）
の
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
』
と
題
す
る
論
文
が
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、「
ル
ネ
サ

ン
ス
」
の
精
神
が
自
己
を
社
会
と
徹
底
的
に
対
決
さ
せ
る
こ
と
な
く
―
―
む
し
ろ
社
会
の
現
状
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、「
改
革
」
の
精
神
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
主
張
に
も
た
し
か
に
一
理
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
中
世
的
な
権
威
に
よ
っ
て
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
・
す
な
わ
ち
ゆ
が
め
ら
れ
な
い
あ
り
の

0

0

0

ま
ま
の
人
間

0

0

0

0

0

を
あ
ら
た
め
て
再
発
見
し
て
、
そ
れ
を
考
え
方
の
基
本
と
す
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と

「
宗
教
改
革
」
は
や
は
り
根
本
に
お
い
て
一
つ
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
古
典
研

究
を
通
し
て
学
び
と
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
的
テ
オ
ー
リ
ア
（theōria
）
の
態
度
―
―
も
の
ご
と
を
あ
り
の
ま
ま
に

0

0

0

0

0

0

見
究
め
よ
う
と
す
る

態
度
―
―
を
も
っ
て
「
人
間
」
と
「
社
会
」
に
立
ち
向
え
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
思
想
運
動
と
こ
れ
か
ら

述
べ
よ
う
と
す
る
宗
教
改
革
の
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
同
じ
態
度
を
も
っ
て
「
自
然
」
に
立
ち
向
え
ば
、
近
世

初
頭
を
飾
る
あ
の
輝
か
し
い
か
ず
か
ず
の
自
然
研
究
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
地
動
説
を
唱
え
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
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近
世

（N
icholas C

opernicus, 1473-1543

）
と
、
次
に
述
べ
る
宗
教
改
革
の
ル
タ
ー
（M

artin Luther, 1483-1546

）
と
が
ほ
と
ん
ど
同

時
代
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
単
な
る
偶
然
の
こ
と
と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。「
ル
ネ
サ
ン
ス
は

人
間
の
発
見
と
世
界
の
発
見
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ミ
シ
ュ
レ
ー
（Jules M

ichelet, 1798-1874

）
の
言
葉
は
、
永
久
に
正
し
い
と

い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

右
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
の
運
動
は
、
従
来
か
ら
の
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
消
極
的
性
格
を

も
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
を
新
た
に
見
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
積
極
的
性
格
を
も
つ
。
も
と
も
と
中
世
的
な
キ
リ
ス

ト
教
は
、
神
の
権
威
を
具
現
す
る
と
称
せ
ら
れ
る
教
会
そ
の
も
の
を
信
仰
し
・
そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
い
・
そ
の
命
じ
る
と

こ
ろ
を
行
な
う
こ
と
が
、
そ
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
神
の
前
に
義
と
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
め
に
は
、
ま
ず
教
会
の

眼
に
善
良
な
信
者
と
し
て
映
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
教
会
に
喜
ば
れ
る
よ
う
な
外
面
的
な
行
為
で
そ
の
忠
勤
振

り
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
を
犯
し
た
責
を
神
に
対
し
て
負
う
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
原
罪
」
の
束
縛
か
ら
一
日
も
早
く
免
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
あ
が
な
い

0

0

0

0

を
―
―
神
と
人
と
の
間

に
あ
っ
て
媒
介
の
役
割
を
す
る
―
―
教
会
に
対
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
あ
が
な
い
は
、
金
銭
を
教
会
に
献

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
果
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
教
会
は
神
の
こ
の
地
上
に
お
け
る
す
み
か
で
あ
り
、
教
会
を
盛

ん
に
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
神
の
み
わ
ざ
を
い
っ
そ
う
輝
か
し
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く

て
一
五
一
七
年
三
月
ロ
ー
マ
の
宗
教
会
議
は
、
ト
ル
コ
征
伐
の
た
め
に
十
分
の
一
の
宗
教
税
を
課
す
る
こ
と
、
お
よ
び
聖
ペ
テ

ロ
寺
院
建
立
の
資
金
を
得
る
た
め
に
、
新
た
に
免
罪
符

0

0

0

（indulgentia

）
を
発
行
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、



一
三
九

第
七
節　

ル
ネ
サ
ン
ス

ト
ル
コ
征
伐
と
聖
ペ
テ
ロ
寺
院
の
建
立
と
い
う
の
は
全
く
表
面
の
理
由
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
国
際
関
係
か
ら
い

っ
て
ト
ル
コ
に
対
す
る
十
字
軍
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
実
行
さ
れ
る
筈
が
な
く
、
な
る
ほ
ど
大
本
山
の
建
築
は
ま
の
あ
た
り
着
手
さ

れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
メ
デ
ィ
チ
ー
家
一
族
の
芸
術
の
道
楽
や
生
活
の
乱
費
、
と
り
わ
け
華
美
を
極
め
た
子
女

の
結
婚
の
費
用
の
方
が
優
先
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
公
然
の
秘
密
で
あ
っ
た
。
教
会
の
腐
敗
こ
こ
に
至
っ
て
つ
い
に
導
火
線
に

火
が
点
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
（M

artin Luther, 1483-1546

）
が
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
教
会
の
門
の
と

び
ら
に
は
り
つ
け
た
・
免
罪
符
の
功
徳
（
効
能
）
を
否
定
す
る
九
十
五
ゕ
条
の
宣
言
が
、
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊

。

＊　

一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
門
の
と
び
ら
に
か
か
げ
ら
れ
た
こ
の
有
名
な
宣
言
は
、
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
般
の
民
衆
に
呼
び
か
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
者
か
の
手
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳

さ
れ
て
―
―
当
時
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
印
刷
術
の
お
蔭
で
―
―
た
ち
ま
ち
全
ド
イ
ツ
、
い
や
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ひ
ろ
ま
っ
て
行
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
は
「
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
」（sola fide=solely through belief

）
神
の
前
に
義
と
せ
ら
れ
る＊

。

い
わ
ゆ
る
教
会
的
善
行
（opera bona=good w

orks
）
す
な
わ
ち
禁
欲
や
苦
行
や
慈
善
な
ど
の
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
神

に
向
っ
て
「
救
い
」
を
ね
だ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
心
を
空
し
く
し
て
罪
を
悔
い
改
め
・
ひ
た
す
ら
神
の
め
ぐ
み
に
信

頼
す
る
魂
の
態
度
の
ほ
か
に
、
真
に
信
仰
生
活
と
称
す
べ
き
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ル
タ
ー
は
決
し

て
す
ぐ
れ
た
神
学
者
と
い
う
よ
う
な
型
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
深
い
宗
教
的
体
験
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
確
信
―
―
す
な

わ
ち
神
の
言
葉
と
し
て
の
聖
書
と
内
的
に
体
験
さ
れ
た
聖
霊
と
の
ほ
か
に
、
最
後
に
訴
え
る
べ
き
権
威
は
な
い
と
い
う
信
念

―
―
こ
そ
は
、
よ
く
彼
に
宗
教
改
革
の
偉
業
を
な
し
と
げ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
初
め
の
頃
の
宗
教
改
革
者
は
、
も
っ
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近
世

ぱ
ら
魂
の
信
仰
だ
け
を
重
ん
じ
て
神
学
の
知
識
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
だ
い
に
信
徒
の
数
が
多
く
な
っ
て
団
体
を
組

織
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
や
は
り
客
観
的
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
「
教
義
」
を
確
定
す
る
必
要
が
起
こ
っ
て

来
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
仕
事
を
引
受
け
た
の
が
新
教
派
の
知
識
方
面
を
代
表
す
る
と
称
せ
ら
れ
る
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
（Philipp 

M
elanchton, 1497-1560

）
で
あ
る
。

＊　

ル
タ
ー
に
福
音
を
「
再
発
見
」
さ
せ
た
も
の
は
、
パ
ウ
ロ
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。「
神
の
義
は
、
そ
の
福
音
の
中
に
啓
示
さ
れ
、

信
仰
に
始
ま
り
信
仰
に
至
ら
せ
る
。
こ
れ
は
『
信
仰
に
よ
る
義
人
は
生
き
る
』
と
書
い
て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。」（
ロ
ー
マ
人
へ

の
手
紙
第
一
章
一
七
節
）

　

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
「
ド
イ
ツ
の
師
父
」（Praeceptor G

erm
aniae=Teacher of G

erm
any

）
と
呼
ば
れ
、
単
に
神
学
者
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
同
時
に
文
献
学
者
で
あ
り
ま
た
哲
学
者
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
の
学
説
の
中
心
点
は
、
そ
の
「
自
然

の
光
」（m

atürliches Licht

）
す
な
わ
ち
「
人
間
精
神
に
お
の
ず
か
ら
具
っ
て
い
る
光
」
の
説
に
存
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ

ら
ゆ
る
思
考
・
あ
ら
ゆ
る
推
理
・
あ
ら
ゆ
る
計
画
な
い
し
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
第
一
原
理
の
承
認
も
し
く
は
道
徳
上
の
い
っ
さ
い

の
判
断
の
根
底
に
は
、
神
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
固
有
な
一
定
の
観
念
が
あ
る
。

そ
れ
故
に
、科
学
的
知
識
や
道
徳
的
批
判
が
永
遠
に
人
類
に
滅
び
な
い
の
は
、決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。た
だ
こ
の「
自

然
の
光
」
は
、
不
幸
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
堕
落
の
た
め
に
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
、
や
む
を
得
ず
神
の
手
に
よ
っ
て

そ
の
道
徳
的
内
容
が
「
十
誡
」
の
形
で
シ
ナ
イ
山
上
に
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い

う
道
徳
法
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
人
間
の
生
活
は
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
と
っ
て
は
せ
い
ぜ
い
外
面
的
な
社
会
生
活
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
と
う
て
い
魂
の
最
も
内
面
的
な
は
た
ら
き
に
ま
で
達
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
魂
の
最
も
深
い
と
こ
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ル
ネ
サ
ン
ス

ろ
は
、
超
自
然
的
な
上
か
ら
の
力
を
待
っ
て
は
じ
め
て
動
か
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に

お
い
て
は
、
―
―
他
の
宗
教
改
革
者
に
お
け
る
と
同
様
―
―
神
と
の
直
接
的
な
内
面
的
関
係
は
、
全
く
哲
学
の
範
囲
外
に
属
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
改
革
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
決
し
て
唯
一
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
で
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
う
し
て
、
ス
イ
ス
の
ツ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
市
に
ツ
ウ
ィ
ン
グ
リ
（U

lrich Zw
ingli, 1484-

1531

）
の
改
革
運
動
が
一
五
二
二
年
以
来
継
続
さ
れ
、
バ
ー
ゼ
ル
、
ベ
ル
ン
そ
の
他
の
都
市
に
も
波
及
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
不
幸
に
し
て
ツ
ウ
ィ
ン
グ
リ
の
掲
げ
る
主
張
が
ル
タ
ー
派
の
主
張
と
一
致
せ
ず
、
妥
協
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
に
孤
立
の
や
む
な
き
に
至
り
、
そ
の
上
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
の
実
力
行
使
の
攻
撃
を
受
け
て
ツ
ウ
ィ
ン
グ
リ
み
ず
か
ら
応

戦
し
た
の
で
あ
る
が
、
つ
い
に
敗
れ
て
戦
死
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
の
ツ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
市
は
僅
か
に
ブ
リ
ン
ゲ
ル
（H

einrich 

B
ullinger, 1504-75

）
に
よ
っ
て
、
福
音
主
義
の
信
仰
を
ど
う
に
か
維
持
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
他
方
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

市
に
お
い
て
は
、
一
五
四
一
年
以
来
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（Jean C

alvin, 1509-64

）
が
い
っ
そ
う
厳
粛
な
立
場
に
立
っ
て＊

改
革
運
動

を
推
進
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
人
格
と
信
仰
の
力
に
よ
っ
て
著
し
い
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
い
て

は
内
外
の
諸
都
市
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
り
、
つ
い
に
ル
タ
ー
派
と
共
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
中

の
二
大
潮
流
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

ル
タ
ー
が
ひ
た
す
ら
神
の
愛
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
む
し
ろ
信
仰
生
活
の
厳
粛
さ
を
力
説
し
た
と
こ
ろ
に

そ
の
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
、
―
―
悔
い
改
め
さ
え
す
れ
ば
―
―
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
神
の
名
に
入
れ

ら
れ
る
道
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
神
に
よ
っ
て
成
る
も
の
と
し
て
い



一
四
二

第
三
章　

近
世

っ
さ
い
は
神
に
帰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
が
救
わ
れ
る
か
ど
う
か
も
そ
の
人
の
い
さ
お
し
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
全

く
神
の
自
由
な
恩
恵
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
何
人
も
自
分
が
救
わ
れ
た
こ
と
を
神
の
前
に
誇
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

同
様
に
ま
た
、
罪
人
が
罪
の
た
め
に
滅
ん
で
も
こ
れ
を
神
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
救
わ
れ
る
者
と
滅
び
る
者
と
に

二
重
に
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
重
予
定
説

0

0

0

0

0

）
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
自
分
が
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た

者
で
あ
る
こ
と
即
ち
「
救
い
の
確
か
さ
」
を
、
た
し
か
め
た
い
と
こ
い
ね
が
う
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
も
の
は
た
だ
「
神
の
栄
光
の
た
め
」（Soli D

eo G
loria

）
に
存
在
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、現
世
に
お
け
る
「
神
の
栄
光
」

の
実
現
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
―
―
自
己
が
召
さ
れ
て
い
る
職
業
労
働
に
精
励
す
る
こ
と
―
―
が
、
自
己
の
救
い
へ
の
予
定
を

確
証
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。（
一
四
四
頁
参
照
【
五
頁
後
】）

　

ル
タ
ー
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
宗
教
改
革
運
動
は
、
確
に
だ
ら
け
き
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

惰
眠
の
夢
を
破
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
千
数
百
年
の
長
い
年
月
の
間
に
次
第
に
培
わ
れ
て
来
た
旧
勢
力
を

一
度
に
ほ
ろ
ぼ
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
と
う
て
い
望
み
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
否
む
し
ろ
、
こ
れ
を
目
ざ
め

る
機
会
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
み
ず
か
ら
そ
の
内
部
に
お
い
て
或
る
程
度
の
改
革
を
行
な
い
、
さ
ら
に
進
ん
で
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
派
を
撃
滅
し
よ
う
と
す
る
気
勢
を
さ
え
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。い
わ
ゆ
る「
反
対
宗
教
改
革
」（G

egenreform
ation

）

が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
中
心
勢
力
と
な
っ
た
も
の
は
、
ロ
ヨ
ラ
（Ignatius Loyola, 1491-1556

）
の
ひ
き

い
る
「
イ
エ
ス
会
」（Jesuits

）
で
あ
っ
て
、厳
格
な
軍
隊
的
規
律
の
も
と
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ
て
法
王
の
教
会
を
支
持
し
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
と
戦
う
た
め
に
活
発
な
国
際
的
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
再
び
勢
力
を
回
復
し
た
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
は
、
一
五
四
五
年
か
ら
六
三
年
に
わ
た
る
ト
リ
エ
ン
ト
会
議
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
に
反
対
の
意
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ル
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向
を
は
っ
き
り
示
す
語
句
を
用
い
て
あ
ら
た
め
て

0

0

0

0

0

教
義
を
確
定
し
、
ま
た
教
会
内
部
の
諸
制
度
・
習
慣
を
も
改
革
し
て
、
更
新

し
た
世
界
的
勢
力
に
乗
じ
て
武
力
を
も
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
を
撃
破
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
こ
こ
に
悲
惨
な
宗
教
戦
争

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
般
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
も
と
も
と
「
魂
の
革
新
」
を
企
て
た
筈
の
宗
教
改
革
が
、
何
故
に
か
く
も
大
き
な
騒
動
を
ま

き
起
こ
し
た
か
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
改
革
が
も
し
単
な
る
宗
教
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
恐
ら
く
破
門
と
い
う
よ
う
な
内
部
的
な
圧
迫
を
受
け
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
宗
教
改
革
は
決
し
て

単
な
る
宗
教
上
の
事
柄
だ
け
に
は
終
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革
の
の
ろ
し
を
あ
げ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
受
け
た
人
々
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
―
―
そ
も
そ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
心
で
あ
る
ロ

ー
マ
の
法
王
庁
そ
の
も
の
が
決
し
て
単
に
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
す
で
に
巨
大
な
封
建
的
勢
力
で
あ
り
、
大

地
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
地
上
的
な
意
味
に
お
い
て“K

ing of K
ings”

と
し
て
当
時
の
ロ
ー
マ
法
王
は
、
実

は
非
常
に
大
き
な
封
建
諸
侯
の
一
人
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
当
時
ド
イ
ツ
に
は
七
人
の
選
挙
侯
が
あ
っ

て
、
彼
ら
の
選
挙
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
皇
帝
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
中
の
三
人
ま
で
が
「
大
司
教
」
あ
る
い
は
「
大
僧
正
」
と
い
う
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
当
時
の
民
謡
に
「
わ

し
ら
が
畑
に
種
ま
け
ば
、
そ
れ
を
坊
主
が
と
っ
て
行
く
」
と
い
う
意
味
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
勤
労
者
の
汗
の
結
晶
は
、

僧
侶
で
あ
る
封
建
領
主
に
よ
っ
て
ま
き
上
げ
ら
れ
て
、
ロ
ー
マ
へ
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
封
建
的
支
配
は
、
物
質
的
に
も
勤
労
大
衆
の
上
に
大
き
な
盤
石
と
な
っ
て
の
し

か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
も
し
ル
タ
ー
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
を
否
定
し
、
一
般
の
信
者
が
―
―
教
会
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近
世

に
仲
だ
ち
し
て
も
ら
わ
な
く
と
も
直
接
神
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
―
―
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
主
張
に
従
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
当
然
カ
ト
リ
ッ
ク
の
封
建
的
支
配
は
そ
の
物
質
的
基
礎
を
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
、
勤
労
大
衆
が
ル
タ
ー
の
新
ら
し
い
教
義
を
心
か
ら
喜
び
迎
え
て
ル
タ
ー
を
国
民
的
英
雄
に
し
た
の
に
反
し
て
、
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
お
よ
び
そ
れ
を
支
持
す
る
領
主
た
ち
・
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
封
建
勢
力
と
結
び
つ
い
た
高
利
貸
な
ど
は
、
ル
タ
ー
の
改

革
運
動
を
危
険
き
わ
ま
り
な
い
も
の
と
し
て
こ
れ
を
迫
害
し
た
の
で
あ
る
。
―
―
一
般
に
封
建
社
会
が
崩
壊
す
る
前
に
は
、
封

建
的
支
配
者
た
ち
が
財
政
的
に
極
度
に
窮
乏
し
て
、
そ
れ
に
金
を
貸
す
金
貸
し
が
封
建
諸
侯
の
上
に
実
際
上
君
臨
す
る
よ
う
に

な
る
の
が
常
で
あ
る
。
わ
が
国
の
江
戸
末
期
に
お
い
て
も
「
大
阪
の
商
人
ひ
と
た
び
怒
れ
ば
、
天
下
の
諸
侯
お
そ
る
る
の
色
あ

り
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
当
時
最
大
の
高
利
貸
資
本
家
で
あ
っ
た
フ
ッ
ガ
ー
の
前
に
行
く
と
、「
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
王
も
、
全
く
操
人
形
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
金
貸
し
は
王
侯
に
た
だ
金
を
貸
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
代
償
と
し
て
か
ず
か
ず
の
封
建
的
特
権
を
要
求
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
金
も
う
け
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
鉱
山
の
独
占
的
採
掘
は
そ
の
最
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
も
、
そ
の
独
占
的
に
採
掘
さ
れ
た
銀
が
当
時
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
を
中
心
と
す
る
東
洋
と
の
貿
易
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
高
利
貸
資
本
が
加
速
度
的
に
太
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ

う
。

　

し
か
し
高
利
貸
資
本
が
太
る
こ
と
は
、
そ
の
反
面
、
国
王
か
ら
農
民
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
全
部
の
人
間
が
い
じ
め
ら
れ
・

し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
に
ル
タ
ー
の
父
も
弟
も
、
高
利
貸
に
は
さ
ん
ざ
ん
い
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
現

実
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
ル
タ
ー
が
、
腐
敗
し
た
封
建
的
権
威
を
否
定
し
て
、
新
た
に
内
な
る
良
心
の
権
威
の
確
立
を
主
張
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し
た
の
に
は
、
極
め
て
切
実
な
・
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
理
由
が
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
内
な
る

良
心
の
権
威
の
確
立
」
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
形
で
実
現
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
伝
統
的
な
教
会
に
と
っ
て
都
合
の

よ
い
従
来
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
聖
職
者
す
な
わ
ち
僧
侶
は
神
様
の
た
め
に
色
々
な
お
勤
め
を
し
、
封
建
貴
族
は
そ
れ
を
保
護

す
る
役
割
を
つ
と
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
般
民
衆
の
日
常
的
な
あ
ら
ゆ
る
営
み
は
、
そ
う
い
う
僧
侶
や
貴
族
が
そ
の
最
も
価

値
の
高
い
仕
事
を
後
顧
の
憂
な
く
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
生
活
物
資
を
供
給
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
意

義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
通
し
て
は
じ
め
て
民
衆
自
身
の
生
活
が
神
の
前
に
価
値
あ
る
も
の
と
な
り
・
神
に
喜
ば
れ
る

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
真
向
か
ら
反
対
し
て
、
本
当
に
神
に
喜
ば
れ
る
も
の
は
全
く
飾
気

の
な
い
野
の
百
合
や
何
の
変
哲
も
な
い
空
の
鳥
で
あ
っ
て＊

、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
民
衆
の
日
常
生
活
そ
れ
自
体
が

神
に
喜
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
力
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

＊　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
六
章
二
五
以
下
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
第
一
二
章
二
二
以
下
。

　

民
衆
の
日
常
の
営
み
そ
れ
自
身
が
意
義
あ
る
も
の
で
あ
り
・
神
に
喜
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
は
極
め
て
平
凡
な
こ

と
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
確
信
を
も
っ
て
表
明
す
る
こ
と
は
、
人
類
の
生
活
の
歴
史
に
お
い
て
一
つ
の
大
き

な
革
新
を
齎
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
従
来
考
え
ら
れ
て
来
た
よ
う
に
信
仰
の
道
に
精
進
す
る
た
め

に
生
涯
独
身
の
生
活
を
続
け
る
こ
と
は
、何
も
そ
ん
な
に
麗
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
麗
わ
し
い
こ
と
は
、

こ
の
世
俗
の
た
だ
中
で
正
し
い
家
庭
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
尼
寺
か
ら
逃
げ
出
し
て
来
た
尼
僧
を
助
け
、
そ
の
中

の
一
人
が
ル
タ
ー
の
奥
さ
ん
に
な
っ
た
。
ル
タ
ー
が
フ
リ
ュ
ー
ト
を
吹
い
て
い
る
傍
に
そ
の
奥
さ
ん
が
腰
を
か
け
、
三
人
の
子

供
た
ち
が
立
っ
て
讃
美
歌
を
歌
っ
て
い
る
有
名
な
絵
が
あ
る
が
、
ル
タ
ー
の
家
庭
生
活
は
実
に
美
し
く
ま
た
楽
し
い
も
の
で
あ
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近
世

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
日
常
の
市
民
生
活
の
た
だ
中
に
お
い
て
神
の
御
心
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
ル
タ

ー
の
理
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
修
道
院
は
否
定
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
り
に
、
世
間
全
体
が

修
道
院
に
な
っ
た
、
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
不
自
然
な
こ
と
・
無
理
な
こ
と
を
要

求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
鍛
冶
屋
は
鍛
冶
屋
、
桶
屋
は
桶
屋
の
家
業
を
地
道
に
励
め
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

仕
事
を
通
し
て
世
の
中
の
人
々
の
生
活
を
少
し
で
も
豊
か
に
し
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
互
に
隣
人
愛
を
実
現
し
て

行
く
、
―
―
そ
れ
が
真
に
神
に
喜
ば
れ
る
生
活
で
あ
る＊

。
本
当
に
神
の
正
し
い
召
し
に
応
じ
る
た
め
に
は
、
何
も
特
別
の
こ
と

を
す
る
必
要
は
な
い
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
に
お
い
て
日
常
の
仕
事
に
励
み
つ
つ
、
共
に
神
の
御
名
を
た
た
え
る
こ
と
こ

そ
、真
に
神
に
召
さ
れ
た
生
活
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
日
常
世
俗
の
「
職
業
」
が
そ
の
ま
ま
文
字
通
り
「
神
の
お
召
し
」

（B
eruf=calling

）
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
こ
の
よ
う
な
職
業
観
に
加
う
る
に
、
カ
ル
ヴ
ァ

ン
主
義
に
も
と
ず
い
て
生
ま
れ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
主
義
―
―
す
な
わ
ち
職
業
の
内
部
に
お
い
て
組
織
的
に
禁
欲
を
行
な
お
う
と

す
る
禁
欲
的
合
理
主
義＊
＊

を
も
っ
て
す
る
と
き
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
の
倫
理
」
が
「
資
本
主
義

の
精
神
」
の
成
立
に
、
如
何
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。

＊　

ル
タ
ー
の
思
想
の
中
で
結
実
し
た
こ
の
よ
う
な
人
間
像
は
、
当
時
の
中
小
生
産
者

0

0

0

0

0

の
つ
つ
ま
し
い
日
常
生
活
の
中
で
は
ぐ
く
ま

れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
が
や
が
て
ル
タ
ー
の
思
想
と
行
動
の
限
界
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
最

初
の
う
ち
は
当
然
農
民
運
動
に
深
い
同
情
を
も
っ
て
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
ル
タ
ー
が
、「
農
民
戦
争
」（
前
出
）
が
そ
の
展
開

過
程
に
お
い
て
社
会
革
命
的
色
彩
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
態
度
を
一
変
し
て
、
農
民
に
対
し
て
「
強
盗
殺
人
を
は
た

ら
く
暴
徒
」
よ
ば
わ
り
し
て
、
領
主
の
徹
底
的
な
武
力
弾
圧
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（“W

ider die räuberischen 
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イ
ギ
リ
ス
の
社
会
思
想

und m
örderischen R

otten der B
auern”, 1525

）

＊
＊　
「
神
の
お
召
し
」
と
し
て
の
「
職
業
」
に
励
め
ば
、
当
然
利
潤
の
増
大
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
神
の
栄

光
」
実
現
の
た
め
の
奉
仕
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
自
分
だ
け
の
欲
望
を
み
た
す
た
め
に
消
資
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
利
は
合
理
的
に
蓄
積
さ
れ
、
よ
り
大
き
な
「
神
へ
の
奉
仕
」
と
し
て
の
生
産
の
拡
大
の
た
め
に
の
み
用
い
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊　

M
ax W

eber: D
ie Protestantische Ethik und der G

eist des K
apitalism

us, 1904-5.

　

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
運
動
は
フ
マ
ニ
ス
ム
ス

0

0

0

0

0

0

と
宗
教
改
革

0

0

0

0

と
い
う
二
つ
の
形
を
も
っ
て
、
い
ず

れ
も
個
人
の
自
覚
0

0

を
根
幹
と
し
な
が
ら
、
次
第
に
近
代
社
会
実
現
の
方
向
へ
歴
史
の
歯
車
を
推
進
し
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
八
節　

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
思
想

　

近
代
社
会
の
成
立
に
最
も
大
き
な
役
割
を
済
じ
た
も
の
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
革
命
、
ド
イ

ツ
の
社
会
哲
学
の
三
つ
を
挙
げ
る
ご
と
が
で
き
る
。
そ
の
歴
史
的
順
序
か
ら
い
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
最

も
早
く
（
十
八
世
紀
の
六
十
年
代＊

か
ら
十
九
世
紀
の
三
十
年
代
に
わ
た
っ
て
）
産
業
革
命
を
達
成
し
て
、
近
代
的
資
本
主
義
の

形
態
を
典
型
的
に
展
開
し
た
国
で
あ
る
。
産
業
革
命＊
＊

と
は
―
―
そ
の
最
も
狭
い
意
味
に
お
い
て
は
―
―
い
う
ま
で
も
な
く
新
た
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近
世

な
動
力
機
械
の
発
明
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
繊
維
工
業
の
技
術
の
革
新
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
技
術
の
革
新
は
単
な
る
技

術
だ
け
の
革
新
に
終
る
も
の
で
は
な
く
、
技
術
革
新
の
結
果
、
従
来
の
小
規
模
な
手
工
業
的
家
内
制
生
産
組
織
が
大
規
模
な
工

場
制
生
産
組
織
に
代
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
大
き
な
社
会
的
変
化
の
起
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
す
な
わ
ち
、
親
方
と
徒
弟
と
の
主
従
関
係
が
消
滅
し
て
、
工
場
主
と
労
働
者
と
が
契
約
に
よ
っ
て
雇
傭
関
係
を
結
ぶ
よ

う
に
な
れ
ば
、
今
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た
人
と
人
と
の
関
係
が
出
現
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
と
人
と
が
身
分
0

0

の
拘

束
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
自
由
意
志
に
も
と
ず
い
て
全
く
対
等
の
関
係
で
契
約
0

0

を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
社
会

は
、い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
」（civil sociaty

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
市
民
社
会
に
つ
い
て
の
思
想
（
あ

る
い
は
そ
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
）
す
な
わ
ち“civil philosophy”

は
、
し
か
し
な
が
ら
早
く
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
は
じ
め
て
唱
え
た
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
（Thom

as H
obbes, 1588-1697

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ

ス
の
社
会
哲
学
は
ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
始
ま
る＊
＊
＊、

と
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

＊　

ハ
ー
グ
リ
ー
ヴ
ズ
（Jam

es H
argreaves, ?-1778

）
が
多
軸
紡
績
機
を
考
案
し
た
の
は
、
一
七
六
四
年
で
あ
る
が
、
妻
の
名
を
と

っ
て
命
名
さ
れ
た
「
ジ
ェ
ニ
ー
」
機
は
一
七
九
〇
年
頃
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
既
に
二
万
台
を
数
え
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
。

＊
＊　

現
代
に
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
つ
つ
あ
る
二
十
世
紀
の
新
ら
し
い
産
業
革
命
を
「
第
二
次
産
業
革
命
」
と
呼
ぶ
な

ら
ば
、
従
来
歴
史
の
教
科
書
に
お
い
て
一
定
の
時
期
を
固
定
し
て
解
説
さ
れ
て
来
た
産
業
革
命
は
「
第
一
次
産
業
革
命
」
と
名
づ

け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、事
柄
の
本
質
か
ら
い
え
ば
、十
八
世
紀
後
半
か
ら
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
ま
っ
て
い
る「
産

業
革
命
」
は
、
永
遠
に
完
了
す
る
こ
と
の
な
い
不
断
の
連
続

0

0

0

0

0

と
し
て
と
ら
え
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

＊
＊　

ホ
ッ
ブ
ス
に
対
し
て
は
通
常
、
絶
対
的
国
家
主
義
な
い
し
は
専
制
主
義
を
唱
え
た
保
守
反
動
の
思
想
家
で
あ
る
、
と
い
う
汚
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イ
ギ
リ
ス
の
社
会
思
想

名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
ホ
ッ
ブ
ス
が
そ
の
結
論
的
な
部
分
に
お
い
て
そ
う
い
う
思
想
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
―
―
後

に
述
べ
る
よ
う
に
―
―
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
そ
の
基
礎
的
理
論
の
面
に

お
い
て
「
社
会
哲
学
の
創
始
者
」
と
い
う
栄
誉
に
値
す
る
よ
う
な
近
代
的
な
理
論
を
展
開
し
て
い
る
事
実
も
、
見
の
が
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　

ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
と
人
と
が
真
に
対
等
に
立
ち
得
る
た
め
に
は
、
自
己
と
他
人
と
が
相
互
に
そ
の
立
場
を
交
換
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
人
間
相
互
間
の
転
位
の
可
能
」
が
、前
提
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
よ
う
な
転
位
は
、

hum
an nature

を
もnature
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
人
間
存
在
を
も
「
自
然
の
斉
一
性
」（uniform

ity of 

nature

）
の
内
部
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
後
出
註
ホ
ッ
ブ
ス
の
「
哲
学
体
系
」
参
照
）、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
と
こ

ろ
で
「
自
然
は
す
べ
て
の
人
に
す
べ
て
の
も
の
を
与
え
た
、」
と
ホ
ッ
ブ
ス
は
い
う
。
か
く
し
て
、
す
べ
て
の
人
の
自
然
的
能

力
が
平
等
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、希
望
の
平
等
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
来
る
。
そ
し
て
も
し
二
人
が
同
一
の
も
の
を
欲
し
て
、

し
か
も
二
人
が
同
時
に
・
同
様
に
そ
れ
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
二
人
は
互
に
敵
と
な
る
。「
人
は
人
に
対

し
て
狼
で
あ
る
、」
と
ホ
ッ
ブ
ス
は
い
う
。（H

om
o hom

ini lupus est.

）
し
か
も
二
人
は
い
ず
れ
も
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た

能
力
あ
る
い
は
権
利
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
共
に
正
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
が
正
当
に
欲
し

た
よ
う
に
、
他
方
も
ま
た
正
当
に
欲
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
起
こ
る
争
い
は
両
方
の
側
か
ら
見
て
正
当
で
あ
る
。
こ

う
い
う
わ
け
で
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」（bellum

 om
nium

 contra om
nes=w

ar of all aganst 

all

）
と
い
う
状
態
は＊

、
自
然
が
す
べ
て
の
人
に
す
べ
て
の
も
の
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
引
き

出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
「
自
然
状
態
」（status naturalis
）
は
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
自
然
の
ま
ま
に
自
分
に
と
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近
世

っ
て
善
い
も
の
（personal good

）
を
追
求
す
る
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
罪
悪
で
は
な
い
。
客
観
的

な
正
邪
善
悪
は
法
律
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
人
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を
観
念
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
罪
悪
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
の
ま
ま
の
状
態
で
は
各
人
は
無
拘
束
に

そ
の
生
命
の
維
持
ま
た
は
快
楽
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
代
り
に
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
は
、
他
人
か
ら
そ
れ
が
脅
か

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
防
ぐ
な
ん
ら
の
手
段
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
は
無
制
限
に
自
己
の
利
益
を
は
か

っ
て
、
か
え
っ
て
自
己
の
利
益
を
失
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

＊　

こ
の
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
、
決
し
て
単
な
る
虚
構
で
は
な
く
、
歴
史
的
背
景
を
も
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
陸
で
は
三
十
年
戦
争
（1618-1648

）
の
惨
禍
、
国
内
で
は
国
王
と
教
会
、
国
王
と
議
会
の
抗
争
を
は
じ
め

と
し
て
か
ず
か
ず
の
反
逆
・
内
乱
・
革
命
な
ど
が
あ
っ
て
、
王
党
に
属
し
て
い
た
ホ
ッ
ブ
ス
が
こ
の
よ
う
な
状
態
を
憎
ん
で
い
た

こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
い
う
無
政
府
状
態
の
中
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
「
自
然
状
態
」
を
現
実
に
見
て
と
っ
た
の
で

あ
る
、
と
も
い
わ
れ
る
。（Tönnies : H

obbes Leben und Lehre, 1896

）

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
に
と
っ
て
善
い
も
の
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
善
い
も
の
を
ど
う
い
う

方
法
・
手
段
に
よ
っ
て
追
求
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
が
最
高
の
決
定
者
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
目
的
を

達
成
す
る
上
に
不
都
合
が
あ
る
な
ら
ば
、自
分
自
身
の
自
由
に
基
づ
い
て
そ
の
自
由
を
制
限
し
て
も
、そ
れ
は
少
し
も「
自
然
権＊

」

す
な
わ
ち
人
間
に
自
然
に
与
え
ら
れ
た
権
利
と
い
う
概
念
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
自
然
権
に

基
づ
く
自
然
権
そ
の
も
の
の
制
限
と
し
て
「
法
」
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
法
の
成
立
と
と
も
に
、
い
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わ
ゆ
る
「
社
会
状
態
」
あ
る
い
は
「
国
家
状
態
」（status civilis

）
が
実
現
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
だ
法
の
成
立

し
て
い
な
い
「
自
然
状
態
」
は
、「
社
会
状
態
」
の
前
段
階
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
、
社

会
状
態
に
達
す
る
前
に
必
ず
自
然
状
態
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
感
情
か
ら

し
て
も
、
ま
た
理
性
か
ら
し
て
も
、
人
間
が
社
会
状
態
を
最
初
か
ら
希
望
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

＊　

ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
「
自
然
権
」
と
は
、
各
人
が
彼
自
身
の
自
然
つ
ま
り
そ
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
、
自
己
の
欲
す
る
ま

ま
に
そ
の
力
を
用
い
る
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
正
確
に
は
「
権
利
概
念
」
で
は
な
い
、
と
称
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。（
南
原
繁
『
政
治
理
論
史
』
二
〇
三
頁
参
照
）

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
社
会
の
中
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
が
わ
れ
わ
れ
人
間
か
ら
生
ま
れ
る
、
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
そ
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（Leviathan, 1651

）
の
序
文
に
お
い
て
、「
自
然

の
最
も
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
人
間
を
模
倣
し
て
、
国
家
と
呼
ば
れ
る
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
巨
大
な
怪
物＊

）
を
、
人
間
の
技
術

は
つ
く
る
、」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
よ
っ
て
・
人
間
を
材
料
と
し
て
・
つ
く
ら
れ
る
も
の
が
、
社
会
あ
る
い

は
国
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
つ
く
ら
れ
る
材
料
と
な
る
も
の
は
自
然
的
人
間
で
あ
り
、
つ
く
る
も
の
は
理
性
的
人

間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
滅
亡
を
恐
怖
す
る
感
情
に
対
し
て
、
理
性
は
社
会
あ
る
い
は
国
家
の
形
に
お
い
て
平
和
の
法

を
提
示
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
平
和
の
法
が
い
わ
ゆ
る
「
自
然
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

旧
約
聖
書
ヨ
ブ
記
第
四
一
章
「
地
の
上
に
は
こ
れ
と
並
ぶ
も
の
な
く
、
こ
れ
は
恐
れ
の
な
い
者
に
造
ら
れ
た
。
こ
れ
は
す
べ
て

の
高
き
者
を
さ
げ
す
み
、
す
べ
て
の
誇
り
高
ぶ
る
者
の
王
で
あ
る
。」（
三
三
―
三
四
）

　

右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、「
自
然
法
」（les naturalis
）
と
は
―
―
「
自
然
権
」（ius naturale

）
の
状
態
が
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近
世

戦
争
と
い
う
結
果
に
導
く
こ
と
を
認
識
し
、
か
よ
う
な
状
態
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
―
―
理
性
の
命
令
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
個
人
に
お
け
る
欲
望
と
対
象
と
の
関
係
だ
け
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
相
互
の

意
志
の
一
致
あ
る
い
は
調
和
が
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
場
所
と
し
て
の
社
会
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
自
然

法
の
内
容
は
、
意
志
の
社
会
的
調
和
の
た
め
に
何
が
必
要
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
ふ
う
に
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
掲
げ
る
自
然
法
の
第
一
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

〔
前
段
〕　

各
人
は
い
や
し
く
も
獲
得
し
得
る
希
望
の
存
す
る
限
り
、
平
和
0

0

へ
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
基
礎
的

自
然
法
）

〔
後
段
〕　

そ
し
て
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、戦
争
0

0

の
あ
ら
ゆ
る
援
助
と
利
益
と
を
求
め
・
ま
た
使
用
し
て
も
よ
い
。（
自

然
権
）

　

か
よ
う
に
平
和
の
追
求
を
命
令
す
る
「
自
然
法
」
と
、
自
己
防
衛
の
た
め
に
は
平
和
を
も
破
壊
し
得
る
「
自
然
権
」
と
が
衝

突
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
自
然
法
学
者
の
中
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
占
め
る
特
殊
な
位
置
が
あ
る
、
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
通
例
、
自
然
権
は
自
然
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
自
然
法
と
自
然
権
と
の
衝
突
は
、
ど
う
す
れ
ば
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
然

法
の
第
二
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。

人
は
平
和
と
自
己
防
衛
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
限
り
、
―
―
他
の
人
々
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
場
合
に
は
―
―
す
べ

て
の
も
の
に
対
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
を
快
諾
し
、他
人
が
彼
に
対
し
て
も
つ
こ
と
を
許
容
し
得
る
限
度
の
自
由
を
、

自
ら
も
他
人
に
対
し
て
も
つ
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
他
、
数
々
の
自
然
法＊

を
列
挙
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、「
自
分
の
欲
し
な
い
こ
と
を
他
人

に
向
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
金
言
あ
る
い
は
「
何
事
で
も
人
々
か
ら
し
て
ほ
し
い
と
望
む
こ
と
は
、
人
々
に
も
そ
の

と
お
り
に
せ
よ
」
と
い
う
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」（
第
七
章
一
二
節
）
の
言
葉
で
尽
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
然

法
は
永
遠
の
法
で
あ
り
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
証
示
す
る
た
め
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
『
市
民
論
』（D

e C
ive, 1642

）
の
第
四

章
に
お
い
て
、
聖
書
の
章
句
を
豊
富
に
引
用
し
な
が
ら
、
自
然
法
の
ど
の
条
項
も
す
べ
て
そ
れ
に
照
応
す
る
も
の
を
聖
書
の
中

に
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
詳
細
に
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
確
に
、
例
え
ば
第
一
条
前
段
の
基
礎
的
自
然
法
の
内
容
と
聖
書
の
説

く
平
和
の
道
と
は
、
相
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
聖
書
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
義
」
と
自
然
法
の
義

と
は
、
果
し
て
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
条
の
後
段
に
は
、
戦
争
の
権
利

0

0

0

0

0

が
認
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
照
応

す
る
聖
書
の
言
葉
を
ホ
ッ
ブ
ス
は
挙
げ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

例
え
ば
第
三
の
自
然
法
「
人
は
締
結
さ
れ
た
契
約
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

第
四
の
自
然
法
「
純
粋
に
恩
恵
に
よ
っ
て
他
人
か
ら
利
益
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、
与
え
た
者
が
そ
の
好
意
を
後
悔
す
る

よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」

第
五
の
自
然
法
「
各
人
は
他
人
に
調
和
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
以
下
第
十
九
の
自
然
法
ま
で
列
挙
せ
ら
れ
て
い
る
。）

　

人
間
と
同
じ
よ
う
に
集
団
的
な
生
活
を
営
み
な
が
ら
、
蜜
蜂
や
蟻
な
ど
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
衝
突
を
ひ
き
起
こ
さ
な
い
で

い
る
の
に
、
な
ぜ
人
間
だ
け
が
自
然
の
ま
ま
で
は
戦
争
状
態
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
動
物
が
個
体

的
な
欲
望
に
従
い
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
共
通
の
利
益
に
少
し
も
矛
盾
し
な
い
の
は
、
そ
の
背
後
に
神
の
業

0

0

0

が
あ
る
か
ら
で
あ
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る
。
従
っ
て
人
間
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
に
と
っ
て
善
い
も
の
を
追
求
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
人
と
調
和
す
る
た
め
に
は
、
神
の
業

を
人
工
的
に
模
倣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
動
物
は
快
楽
と
苦
痛
を
与
え
ら
れ
・
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
だ
け

で
共
通
の
利
益
に
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
動
物
に
お
け
る
快
楽
と
苦
痛
に
あ
た
る
も
の
は
人
間
に
お
い

て
は
恐
怖
で
あ
る
か
ら
、
個
体
の
利
益
と
共
通
の
利
益
と
が
一
致
す
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
々
を
し
て
恐
怖
の
念

を
も
っ
て
服
従
さ
せ
る
よ
う
な
巨
大
な
力
を
創
設
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
巨
大
な
公
共
の
権
力

0

0

0

0

0

（C
om

m
on Pow

er

）
を
創
設
す
る
唯
一
の
途
は
、
人
々
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
力
（all their pow

er and strength

）
を
唯
一
人
の

人
物
あ
る
い
は
一
つ
の
合
議
体
に
ゆ
ず
り
渡
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
構
成
員
の
人
格
を
体
現
す
る

唯
一
人
の
人
物
あ
る
い
は
合
議
体
を
指
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
個
の
同
一
人
格
（one and the 

sam
e Person

）
に
お
い
て
全
員
の
統
一
が
現
実
に
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（Leviathan, C

harp. 17.

）
従
っ
て
、
か
よ
う

な
人
格
が
命
じ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
授
任
者
た
る
各
人
が
自
己
自
身
に
命
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
人
格
の

な
す
行
為
も
要
す
る
に
各
人
自
ら
な
す
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
そ
の
責
任
は
全
部
各
自
に
帰
す
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
は
も
は
や
各
個
人
間
の
行
為
の
衝
突
と
し
て
の
闘
争
は
な
く
、
自
然
法
の
命
じ
る
「
平
和
」
は
こ
こ
に
は
じ
め
て

実
現
せ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
一
人
格
に
統
一
せ
ら
れ
た
社
会
を
ホ
ッ
ブ
ス
は「
国
家
」（C

om
m

on-w
ealth

）と
呼
ぶ
。

巨
大
な
怪
獣
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
国
家
が
成
立
す
る
と
、
右
の
統
一
的
人
格
の
把
持
者
あ
る
い
は
代
表
者
は
「
主
権
者
」（Sovereign

）
と
呼
ば
れ
、

各
人
は
「
臣
民
」（Subjects

）
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
臣
民
は
、
そ
の
本
来
有
す
る
無
制
限
の
自
由
を
す
て
て
、
こ
れ
を
主

権
者
に
委
ね
か
つ
絶
対
的
に
服
従
す
る
代
り
に
、
主
権
者
は
臣
民
一
般
の
生
命
と
快
楽
（life and pleasure

）
の
増
進
に
最
善
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を
つ
く
す
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
た
び
こ
う
い
う
契
約
が
成
立
し
た
以
上
は
、
個
人
の
意
志
は
永
久
に
国
家
の
意
志

に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
契
約
を
破
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
万
人
の
争
う
自
然
状
態
へ
逆

戻
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
個
人
の
生
命
と
快
楽
を
破
壊
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
絶
対
的
利
己
主
義
か
ら
出
発
し
て
絶
対
的
国
家
主
義
な
い
し
は
専
制
主
義
に
到
達
し
た
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
社
会
契
約
説
そ
の
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
決
し
て
専
制
主
義
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
ホ
ッ

ブ
ス
が
こ
れ
を
専
制
主
義
的
に
解
し
た
の
は
、
主
と
し
て
当
時
の
混
乱
し
た
世
相
に
対
す
る
反
動
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
は
、
眼
前
に
横
た
わ
る
無
政
府
状
態
か
ら
人
民
を
救
い
出
す
た
め
に
は
、
絶
対
的
に
侵
す
こ
と
の
で
き
な

い
主
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
一
歩
主
権
を
制
限
す
れ
ば
一
歩
自
然
状
態
へ
逆
戻
り
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
単
に
個
人
の
利
害
お
よ
び
苦
楽
を
は
な
れ
た
「
な
す
べ
き
こ
と
」
と
「
な
す
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
」
と
の
区
別
が
、
国
家
成
立
後
に
お
い
て
は
全
く
主
権
者
の
意
志
に
対
す
る
「
適
応
」「
不
適
応
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
を
説
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
宗
教
上
「
信
ず
べ
き
こ
と
」
と
「
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
」
と
を
決
定
す
る
も
の
も

ま
た
、
ひ
と
え
に
主
権
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
宗
教
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
国
家
が
そ
の
安
寧
秩

序
を
保
持
す
る
た
め
の
方
便
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
権
者
は
そ
の
信
条
お
よ
び
礼
拝
な
ど
を
決
定
し
て
こ
れ
を

臣
民
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
っ
て
、
臣
民
は
絶
対
的
に
こ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ

ば
、
ち
ょ
う
ど
人
が
肉
体
の
治
療
の
た
め
に
医
師
の
与
え
る
丸
薬
を
丸
呑
み
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
精
神
を

治
療
す
る
た
め
に
は
国
家
の
指
定
す
る
宗
教
を
無
批
判
に
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
―
―
か
く
し
て
ホ
ッ
ブ

ス
は
一
方
に
お
い
て
は
、artificial bodies

と
し
て
の
国
家
も
、
ま
た
人
間
も
、natural bodies

と
同
じ
よ
う
に“body”

と
い
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世

う
名
の
下
に
包
括
さ
せ
よ
う
と
す
る
唯
物
論
者＊

で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
、C

hurch of England

の
最
も
忠
実
な
信

者
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

ホ
ッ
ブ
ス
は
運
動
の
一
般
的
法
則
を
基
礎
と
し
て「
物
体
―
人
間
―
国
家
」の
法
則
の
学
を
建
設
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

物
体
論(“D

e C
orpore”)

―
―physics

―
―natural bodies

哲
学
体
系

―
人
間
論(“D

e H
om

ine”)

―
―anthopology

―
―m

an

―

body

市
民
論(“D

e C
ive”)

―
―politicss

―
―artificiall bodies

　

人
間
が
中
間
に
位
す
る
の
は
、
人
間
が
自
然
的
物
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
と
い
う
人
工
的
物
体
の
構
成
要
素
を
な
す
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ス
の
死
後
十
年
経
た
ず
し
て
、
一
六
八
八
年
に
は
か
の
有
名
な
「
名
誉
革
命＊

」（G
lorious R

evolution

）

が
す
こ
し
の
流
血
も
見
な
い
で
遂
行
せ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
人
民
お
よ
び
議
会
の
国
王
に
対
す
る
権
利
が
確
立
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704
）
は
そ
の
時
代
を
五
十
を
半
ば
過
ぎ
る
頃
に
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う

わ
け
で
、
無
政
府
的
混
乱
を
眼
の
あ
た
り
に
見
た
ホ
ッ
ブ
ス
が
そ
の
反
動
と
し
て
絶
対
的
専
制
主
義
を
主
張
し
た
の
と
は
著
し

い
対
照
を
な
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
自
由
主
義
的
あ
る
い
は
民
主
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
革
命
を
正
当
化
す
る
理
論
を
主
張
し
た

の
も
ま
た
、
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊
一
六
八
八
年
、
議
会
は
オ
ラ
ン
ダ
総
督
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
迎
え
て
英
国
王
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
王
は
王
権
神
授

説
が
説
く
よ
う
に
神
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
議
会
の
推
薦
に
よ
っ
て
王
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
建

前
を
確
立
し
、
さ
ら
に
「
権
利
宣
言
」（D

eclaration of R
ights

）
を
承
認
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
課
税
と
立
法
の
権
利
を
議
会

の
手
に
確
保
し
、
も
っ
て
、
近
代
的
な
「
市
民
」
の
政
治
的
・
経
済
的
主
導
権
を
し
っ
か
り
し
た
地
盤
の
上
に
樹
立
し
た
の
で
あ
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た
。

　

ロ
ッ
ク
の
哲
学
的
立
場
は
周
知
の
よ
う
に
、徹
底
し
た
経
験
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
、唯
理
論
的
な
本
有
観
念
説（theory 

of innate notions

）
を
否
定
し
、
人
間
の
心
を
ま
っ
た
く
何
も
書
い
て
な
い
白
紙
あ
る
い
は
、“tabla rasa”

（em
pty tablet

）

と
見
て
、
そ
の
上
で
い
ろ
い
ろ
な
観
念
の
起
原
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
社
会
の
根
本

原
理
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
唯
理
論
的
な
単
な
る
推
論
を
排
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
経
験
的
な
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
自
然
法
論
者
た
ち
が
例
え
ば
国
家
の
起
原
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、
事
実
を
無
視
し
て
ひ
た
す
ら

推
理
に
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
ま
ず
現
存
す
る
国
家
の
実
態
を
調
査
し
、
そ
の
中
か
ら
―
―
国
家
が
出
来
た
結
果
生

じ
た
と
認
め
ら
れ
る
―
―
現
象
を
排
除
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
成
立
す
る
以
前
の
状
態
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ッ
ク
が
描
い
た
人
間
の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
は

自
由
で
あ
り
平
等
で
あ
っ
て
、
相
互
に
支
配
。
服
従
の
関
係
に
立
つ
こ
と
な
く
、
自
由
な
労
働
な
い
し
は
占
有
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
自
己
の
財
産
を
取
得
す
る
権
利
を
自
然
権
と
し
て

0

0

0

0

0

0

も
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た＊

。「
樫
の
木
の
下
で
そ
の
実
を
拾
い
、

あ
る
い
は
リ
ン
ゴ
の
実
を
集
め
て
、
こ
れ
で
自
分
の
身
を
養
う
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
実
を
自
分
の
も
の
と
し

て
占
有
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
糧
が
彼
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
誰
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
す
る
と
、
い
つ
か
ら

彼
の
所
有
物
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
誰
の
目
に
も
明
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
最
初
の
拾
集
行
為
に
よ
っ
て
彼

の
も
の
と
な
る
の
で
な
か
っ
た
ら
、
ほ
か
の
何
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
共
有
物
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
拾
集
と
い
う
彼
の
労
働
に
よ
る
。
万
物
の
母
で
あ
る
自
然
で
さ
え
つ
け
加
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
或
る
も

の
を
、
労
働
が
そ
れ
に
つ
け
加
え
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
そ
れ
は
彼
が
当
然
自
分
の
も
の
に
し
て
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
の
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で
あ
る
。」（Tw

o Treatises of G
overnm

ent, 1690, Second Traties V.

）
た
だ
、
そ
こ
に
欠
け
て
い
た
も
の
は
、
か
よ
う
な
権

利
の
安
全
を
保
障
す
る
途
で
あ
っ
た＊
＊。

こ
れ
を
確
保
す
る
組
織
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
各
人
が
本
来
も
っ
て
い
る
自
然
権
の
一

部
を
放
棄
し
て
こ
れ
を
国
家
に
委
ね
、そ
の
結
果
と
し
て
一
定
の
制
限
の
下
に
立
つ
こ
と
を
承
認
す
る
よ
り
ほ
か
に
途
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
国
家
の
目
的
は
生
命
・
自
由
・
財
産
（life, liberty, estate

）
の
保
全
を
通
し
て
共
同
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
は
そ
の
目
的
に
必
要
な
限
り
の
自
由
と
権
力
と
を
国
家
に
委
ね
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
い
う
よ
う
に
個
人
の
自
由
お
よ
び
権
力
の
全
部
を
無
条
件
に
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
ふ
う
に
し
て
、
条
件
つ
き
で
一
部
を
委
任
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
「
信
託
」（trust

）
の
理
論
こ
そ
、
ロ
ッ
ク
の
社

会
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
信
託
の
理
論
は
当
然
、
信
託
を
受
け
た
側
に
対

し
て
も
、
相
関
的
に
大
き
な
制
限
あ
る
い
は
拘
束
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
の
信
託
を
受
け
た
者
は
そ
の
本

来
の
所
有
者
の
意
志
に
沿
う
て
こ
れ
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
万
が
一
に
も
そ
の
権
力
を
濫
用
し
て
民
衆
に
不
当

な
圧
迫
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
契
約
を
ふ
み
に
じ
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
民

衆
は
当
然
そ
の
本
来
の
権
力
を
取
り
返
え
す
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
前
に
引
用
し
た
『
統
治
論
二
篇
』
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
立
憲
国
家
に
お
け
る
唯
一
の
最
高
権
力
は
立
法
権
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
立
法
権
は
、
一
定

の
目
的
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
信
託
的
権
力
（a fiduciary pow

er
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
権
者
が
民
衆
の

委
ね
た
信
託
に
反
し
て
行
動
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
免
じ
更
迭
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
権
力
は
、
依
然
0

0

と
し
て
民
衆
に
残
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
は
、
或
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
信
託
せ
ら
れ
た
権
力
は
、
す
べ
て
そ
の
目
的
に

よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
明
か
に
閑
却
せ
ら
れ
裏
切
ら
れ
た
場
合
に
は
、
い
つ
ど
ん
な
時
で
も
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そ
の
信
託
は
必
ず
と
り
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
権
力
は
初
め
に
そ
れ
を
与
え
た
人
々
の
手
に
戻
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（Second Treaties, X

III.

）
こ
う
い
う
よ
う
に
、
民
衆
の
服
従
は
権
力
者
の
側
に
お
い
て
社
会
契
約

を
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
民
衆
と
権
力
者
と
の
間
の
政
治
的
拘
束
の
相
互
性

0

0

0

を
明
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
制
度
の
発
達
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

ロ
ッ
ク
に
お
い
て
はpre-plolitical

な
状
態
と
し
て
の
自
然
状
態
が
、
す
で
に
成
る
程
度political

で
あ
る
、
と
も
称
せ
ら
れ

る
。
こ
こ
か
ら
ま
た
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
本
有
観
念
の
否
定
と
、
政
治
思
想
に
お
け
る
自
然
法
原
理
の
主
張
と
の
間
に

矛
盾
が
あ
る
、
と
も
指
摘
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
自
身
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
の
心
の
最
初
の
起
原
に
お
い
て
刻
み
込
ま

れ
て
い
た
或
る
も
の
と
、
最
初
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
―
―
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
能
力
を
正
し
く
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
―
―
そ
の
知
識
に
到
達
し
得
る
よ
う
な
或
る
も
の
と
の
間
に
は
、
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
。」（A

n Essay concerning H
um

an 

U
nderstaning, 1690, I.

）
約
言
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
自
然
法
は
生
ま
れ
な
が
ら
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
し
て

習
得
さ
る
べ
き
原
理
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊
＊　

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
の
安
全
な
保
存
の
た
め
に
は
、
自
然
状
態
に
は
な
お
多
く
の
も
の
が
欠
け
て
い
る
。

　

第
一
に
、
正
邪
の
規
準
と
し
て
、
ま
た
人
々
の
間
に
お
こ
る
す
べ
て
の
紛
争
を
決
裁
す
る
共
通
の
尺
度
と
し
て
、
人
々
の
共
通

の
同
意
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
承
認
さ
れ
た
・
ゆ
る
ぎ
の
な
い
確
定
的
な
周
知
の
法
律
0

0

（law

）
が
欠
け
て
い
る
。

　

第
二
に
、
自
然
状
態
に
は
、
ゆ
る
ぎ
の
な
い
法
律
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
不
和
の
黒
白
を
決
定
す
る
権
威
を
具
え
た
公
平
な
裁
判
0

0

官0

（judge

）
が
欠
け
て
い
る
。

　

第
三
に
、
自
然
状
態
に
は
、
正
し
い
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
も
、
こ
れ
に
裏
づ
け
と
支
持
と
を
与
え
・
こ
の
判
決
を
正
し
く

執
行
さ
せ
る
権
力
0

0

（pow
er

）
が
し
ば
し
ば
欠
け
て
い
る
。



一
六
〇

第
三
章　

近
世

　

か
く
し
て
、
マ
ル
シ
リ
オ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
社
会
契
約
説
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
っ
て
一
時
あ
ら
ぬ
方
向
へ
誘
導
さ
れ
て

は
行
っ
た
も
の
の
、
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
再
び
そ
の
正
道
に
も
ち
来
た
さ
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
力
強

い
地
盤
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
特
に
め
だ
っ
て
発
達
し
た
イ
ギ
リ
ス
独
特
の
中
流
階
級
的
自
主
独
立
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

精
神
0

0

を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
律
・
自
治
・
自
制
な
ど
一
連
の
言
葉
が
、
十
七
世
紀
に
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス
語

に
現
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
は
、
深
く
味
う
べ
き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ＊

。
従
っ
て
そ
れ
か
ら
約
一
世
紀
後
、
か
の
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
（A

dam
 Sm

ith, 1723-90
）
が
い
わ
ゆ
る
「
見
え
ざ
る
手
」（an invisible hand

）
の
摂
理
に
対
す
る
信
仰
を
背
景
と

し
て
私
益
即
公
益
論
を
説
い
た
と
き
、
―
―
す
な
わ
ち
各
人
が
自
由
に
自
己
の
利
益
を
追
求
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
見
え

ざ
る
手
」
が
働
い
て
、
お
の
ず
か
ら
社
会
全
体
の
富
裕
と
繁
栄
と
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
と
き＊
＊、
―
―

そ
れ
は
当
時
の
空
気
か
ら
い
っ
て
当
然
、
各
人
の
「
自
制
」
が
条
件
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
的
市
民

社
会
の
特
色
が
遺
憾
な
く
発
揮
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

ロ
ン
ド
ン
に
コ
ー
ヒ
ー
が
は
じ
め
て
伝
え
ら
れ
て
コ
ー
ヒ
ー
店
が
開
か
れ
た
の
は
、
一
六
五
六
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
十
八
世

紀
の
は
じ
め
（
一
七
〇
八
）
そ
の
流
行
が
絶
頂
に
達
し
た
時
に
は
、
コ
ー
ヒ
ー
店
の
数
は
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
三
千
に
も
及
ん
だ
と

い
う
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
独
特
の
ク
ラ
ブ
が
十
八
世
紀
に
入
っ
て
特
に
発
達
し
た
と
い
う
事
実
も
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
っ
さ
い
の
文
化
生
活
の
中
心
が
宮
廷
か
ら
市
井
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
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＊
＊　
「
各
人
が
で
き
る
だ
け
彼
の
資
本
を
国
内
産
業
を
支
え
る
た
め
に
使
い
、
ま
た
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
そ
の
産
業
の
生
産

物
が
最
大
の
価
値
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
に
つ
れ
て
、
各
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
そ
の
社
会

の
年
収
を
で
き
る
だ
け
大
な
ら
し
め
る
よ
う
に
努
力
し
た
こ
と
に
な
る
。
通
例
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
彼
は
公
益
を
増
進
し
よ

う
と
意
図
す
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
ど
れ
だ
け
公
益
を
現
に
増
進
し
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
外
国

産
業
の
支
持
よ
り
も
国
内
産
業
の
支
持
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
た
だ
彼
自
身
の
安
全
を
期
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
産

業
の
生
産
物
が
最
大
の
価
値
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
産
業
を
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
た
だ
彼
自
身
の
利
得
を

期
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
彼
は
、
多
く
の
他
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
意
図
に
は
全
然
な
か
っ
た

目
的
を
増
進
す
る
よ
う
に
一
つ
の
見
え
ざ
る
手

0

0

0

0

0

0

0

0

（an invisible hand

）
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
意
図

に
は
全
然
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
に
と
っ
て
必
ず
し
も
具
合
が
悪
か
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
彼
自
身
の
利
益
を
追
求
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
し
ん
じ
つ
社
会
の
利
益
を
増
進
し
よ
う
と
意
図
す
る
よ
り
も
、
か
え
っ
て
よ
り
有
効
に
社
会
の
利
益
を

増
進
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
も
の
で
あ
る
。
公
益
の
た
め
に
や
る
と
気
取
っ
て
い
る
連
中
に
よ
っ
て
大
変
よ

い
こ
と
が
な
さ
れ
た
例
を
、
私
は
い
ま
だ
か
つ
て
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
じ
っ
さ
い
、
商
人
の
間
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
気
取
っ

た
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
の
に
は
、
そ
ん
な
に
や
か
ま
し
く
い
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。」（A

dam
 Sm

ith: A
n 

inquiry into the nature and causes of the w
ealth of nations, B

ook IV, C
hap. II.

）

　

と
こ
ろ
―
―
ス
ミ
ス
を
元
祖
と
す
る
―
―
イ
ギ
リ
ス
正
統
学
派
の
自
由
主
義
経
済
学
の
標
語
で
あ
る
『
経
ホ
モ
・
エ
コ
ミ
ク
ス

済
人
』（hom

o 

oeconom
icus

）
と
い
う
観
念
は
、そ
の
「
無
限
な
営
利
欲
」
の
故
に
、し
ば
し
ば
激
し
い
批
判
の
対
象
に
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

も
と
も
と
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
原
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
コ
ス
（
＝
「
家
政
に
関
す
る
」）
に
し
て
も
、
ま
た
経
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近
世

済
と
い
う
言
葉
の
由
来
す
る
「
経
世
済
民
」
に
し
て
も
、そ
こ
か
ら
「
無
限
な
営
利
欲
」
を
し
ぼ
り
出
す
何
の
よ
す
が
も
な
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
が
攻
撃
さ
れ
る
わ
け
は
、
―
―
教
養
の
豊
か
な
ス
ミ
ス
と
は
反
対
に
、
非
哲
学
的
な

実
務
家
で
あ
っ
た
リ
カ
ー
ド
（D

avid R
icardo, 1772-1823

）
に
よ
っ
て
、
―
―
経
済
現
象
を
純
粋
な
形
で
と
ら
え
る
た
め
に
、

人
間
が
具
体
的
な
現
実
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
、「
営
利
の
か
た
ま
り
」
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
リ
カ
ー
ド
が
そ
の
経
済
学
に
お
い
て
と
り
扱
っ
た
人
間
は
、
労
働
者
・
地
主
・
資
本
家
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
す
べ
て
リ
カ
ー
ド
が
自
己
の
身
辺
に
見
出
し
た
銀
行
家
や
株
式
の
仲
買
人
と
同
様
、
厘
毛
の
利
差
を
追
い
か
け
廻
す

者
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。も
っ
と
も
、リ
カ
ー
ド
当
時
の
―
―
ロ
ン
ド
ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
―
―“city”

の
人
た
ち
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
は
る
か
に
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
に
近
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
今
日

そ
の
抽
象
性
が
非
難
さ
れ
る
リ
カ
ー
ド
経
済
学
の
方
法
も
、
当
時
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
現
実
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
に
お
い
て
す
ら
、
こ
う
い
う
型
の
人
間
が
決
し
て
一
般
に
是
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
文
学
が
一
致
し
て
攻
撃
の
矢
を
放
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。
現
に
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

を
極
端
に
誇
張
し
て
描
写
し
、
個
人
の
悪
徳
が
一
般
民
衆
へ
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
諷
刺
し
た
マ
ン
ド

ヴ
ィ
ル
の
『
蜂
の
寓
話
』＊

（B
ernard de M

andeville: The Fable of B
ees, or Private V

ices and Public B
enefits, 1714

）
は
、

大
変
な
反
対
論
を
招
い
て
遂
に
禁
書
の
厄
に
遭
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

寓
話
の
形
で
描
か
れ
て
い
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
は
、「
ぜ
い
た
く
で
安
楽
に
暮
す
蜂
ど
も
が
、
ぎ
っ
し
り
詰
っ
た
広
や
か

な
蜂
の
巣
」
で
あ
り
、
無
害
な
国
王
を
い
た
だ
く
立
憲
君
主
制
の
下
に
、
豊
か
な
人
口
を
誇
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
少
し
く
細

部
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
ブ
ン
ブ
ン
不
平
が
充
満
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
悪
と
矛
盾
が
横
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
「
ひ
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ど
い
苦
業
の
運
命
に
、
唯
々
諾
々
、
日
ご
と
汗
水
た
ら
し
て
、
た
だ
食
う
だ
け
に
精
根
つ
く
す
あ
わ
れ
な
者
ど
も
」
が
い
る
か
と

思
え
ば
、
他
方
に
は
「
悪
知
恵
し
ぼ
っ
て
、
人
の
よ
い
・
う
か
つ
な
隣
人
の
労
働
を
、
食
い
も
の
に
し
て
い
る
や
か
ら
」
が
い
る
。

役
人
は
清
廉
を
売
物
に
し
な
が
ら
役
得
を
追
い
、
自
分
は
一
度
も
実
戦
に
臨
ま
ず
に
国
内
勤
務
で
倍
額
の
給
与
を
受
け
敵
を
逃
し

て
わ
い
ろ
を
も
ら
う
軍
人
も
い
る
。
弁
護
士
は
事
件
を
め
ん
ど
う
な
も
の
に
こ
ね
あ
げ
て
法
外
な
謝
礼
を
と
り
、
医
者
は
病
人
よ

り
も
薬
屋
や
坊
主
の
ご
き
げ
ん
と
り
が
第
一
で
あ
る
。
商
人
が
肥
料
と
称
し
て
石
こ
ろ
や
泥
ん
こ
を
売
れ
ば
、
農
民
は
負
け
じ
と

塩
半
分
の
バ
タ
ー
を
も
っ
て
報
い
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
手
き
び
し
い
骨
身
に
徹
す
る
諷
刺
の
才
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
を
さ
え
感
嘆
さ
せ
る
ほ

ど
鋭
く
・
そ
の
う
え
現
代
的
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
ね
ら
い
は
決
し
て
た
だ
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
市
民
社
会
の
矛
盾
を
あ
ば

き
出
す
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
社
会
思
想
の
根
本
を
貫
く
も
の
は
、
む
し
ろ
「
私
悪
す
な
わ
ち
公
益
」（private 

vices

―
―public benefits

）
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
て
、
蜂
ど
も
の
む
さ
ぼ
り
と
乱
費
の
バ
ラ
ン
ス
が
適
当
に
と
れ
て
、
ぜ
い
た

く
が
百
万
の
貧
者
を
雇
い
、
そ
し
て
お
ご
り
が
更
に
も
う
百
万
の
貧
者
を
雇
う
と
し
た
ら
、
蜂
ど
も
の
虚
栄
心
と
移
り
気
も
経
済

を
動
か
す
原
動
力
に
ち
が
い
な
く
、「
全
体
の
う
ち
最
悪
の
も
の
で
さ
え
、公
益
の
た
め
に
何
か
の
彼
に
立
つ
、」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

右
の
主
張
を
強
め
る
た
め
に
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
、
―
―
い
っ
き
ょ
に
も
ろ
も
ろ
の
悪
徳
が
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
て
―
―
蜂
の
巣
全

体
が
正
義
と
つ
つ
ま
し
い
満
足
に
支
配
さ
れ
た
場
合
の
有
様
を
、
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
、
結
び
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

…
…
…
正
直
者
ば
か
り
の
世
界
に
、
警
察
官
も
裁
判
官
も
牢
役
人
も
不
必
要
。
お
互
に
不
正
を
監
視
さ
せ
る
た
め
に
ふ
く
れ
上
っ

て
し
ま
っ
た
役
人
は
、
そ
の
三
分
の
一
の
人
数
も
い
ら
な
く
な
る
。
宮
殿
も
邸
宅
も
貸
家
札
が
さ
が
っ
て
建
築
業
は
全
く
廃
滅
、

さ
ま
ざ
ま
な
名
工
も
職
人
も
そ
の
下
職
も
み
な
廃
業
、
技
術
も
産
業
も
い
っ
さ
い
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
正
直
と
商
売
の
一
致
す
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近
世

る
と
こ
ろ
、
芝
居
は
お
し
ま
い
、
ま
る
で
火
の
消
え
た
よ
う
に
な
る
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
型
の
人
間
が
一
般
に
是
認
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
主
義
的

資
本
主
義
的
経
済
機
構
が
無
制
限
な
営
利
欲
を
駆
り
立
て
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ル
ヨ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
無
制
限
な
営
利
の
追
求
が
決
し
て
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
の
発
生
を
ま
っ
て
初

め
て
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
の
出
現
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
唯
一
の
変
化
は
、

―
―
封
建
的
な
経
済
秩
序
に
代
っ
て
資
本
主
義
的
な
そ
れ
が
現
わ
れ
た
の
に
応
じ
て
―
―
無
制
限
な
土
地
の
追
求
の
代
り
に
、

無
制
限
な
貨
幣
の
追
求
が
現
わ
れ
た
、
と
い
う
相
異
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。（Lujo B

rentano : D
er w

irtschaftende 

M
ensch in der G

eschichte, 1923.

）
し
か
し
封
建
制
の
下
に
土
地
が
追
求
せ
ら
れ
る
場
合
と
、
資
本
主
義
機
構
の
中
に
お
い

て
貨
幣
が
追
求
せ
ら
れ
る
場
合
と
の
著
し
い
相
異
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
土
地
、

し
か
も
自
分
の
手
の
届
き
得
る
土
地
が
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
現
物
の
裏
づ
け
を
必
要
と
し

な
い
貨
幣
は
、
無
限
に
そ
の
所
有
欲
を
駆
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
「
無
制
限

な
営
利
の
追
求
」
は
、
や
は
り
資
本
主
義
の
発
生
と
共
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
わ
れ
た
著
し
い
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
そ
う
い
う
営
利
欲
の
虜
と
な
る
こ
と
が
決
し
て
人
間
の
免
れ
得
な
い
宿
命
で
は
な
い
0

0

こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
イ
ギ
リ
ス
人
な
り
に
そ
れ
を
克
服
す
る
途
を
探
求
し
な
が
ら
そ
の
後
の
社
会
思
想
を
展
開

さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
考
え
方
が
「
経
験
論
」
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
「
経
験
な
し
に
は
何
も
の
も
確
立
す
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る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
方
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
す
な
お
に
従
う
限
り
、
各
人
そ
れ
ぞ

れ
自
己
の
幸
福
を
追
求
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
誰
し
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
の
個
人
的

な
幸
福
と
社
会
全
体
の
福
祉
と
を
如
何
に
し
て
結
び
つ
け
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
幸
福
へ
の
手
段
と
し
て
役
に
立
つ
と
い
う
意
味
の
「
功
利
」（utility

）
と
い
う
基
本
概
念
の
上
に
立
っ
て
功

利
主
義
（utilitarianism

）
を
唱
え
た
ベ
ン
タ
ム
（Jerem

y B
entham

, 1748-1832

）
は
、
若
い
頃
プ
リ
ー
ス
ト
リ
（Joseph 

Priestly, 1733-1804
）
の
著
書
の
中
に
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」（the greatest happiness of the greatest num

ber

）
と
い

う
言
葉
を
見
出
し
て
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
、
と
み
ず
か
ら
称
し
て
い
る＊

。
ベ
ン
タ
ム
に
よ
れ
ば
、
人
生
の
目
的
は
快
楽
を
増

進
す
る
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
快
楽
が
、
各
自
ば
ら
ば
ら
の
主
観
的
な
も
の
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
快
楽
そ
の
も
の
を
客
観

的
に
・
量
的
に
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
ベ
ン
タ
ム
は
、
快
楽
計
算
の
方
法
あ
る
い
は
観
点
と
し
て
、

快
楽
の
強
弱
・
確
か
さ
の
度
合
・
快
楽
に
あ
ず
か
る
人
間
の
範
囲
の
広
狭
な
ど
、
量
的
差
異
を
七
種
類
ほ
ど
掲
げ
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
道
徳
に
客
観
的
な
基
準
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
ね
が
ね
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
念
願
し
て
い
た
ベ
ン

タ
ム
は
、
そ
う
い
う
科
学
的
方
法
を
基
礎
と
す
る
社
会
の
進
歩
向
上
を
期
し
て
、
さ
ら
に
進
ん
で
具
体
的
な
社
会
改
革
に
乗
り

出
し
、
労
働
者
の
生
活
条
件
の
改
善
・
穀
物
条
例＊
＊

の
廃
止
・
植
民
地
の
奴
隷
解
放
・
参
政
権
の
拡
大
な
ど
の
た
め
に
努
力
し
た

の
で
あ
る
。

＊　

プ
リ
ー
ス
ト
リ
のEssay on the first principle of governm

ent,i1768.

の
中
に
は
、
功
利
主
義
の
規
準
は
は
っ
き
り
示
さ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ベ
ン
タ
ム
の
思
い
ち
が

い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
ハ
チ
ソ
ンFrancis H

utchesoni( 1694-1747

）
に
よ
っ
て
唱
え
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ら
れ
て
い
た
右
の
標
語
は
、
当
時
一
種
の
流
行
語
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

＊
＊　

当
時
イ
ギ
リ
ス
の
大
地
主
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
穀
物
条
例
」
あ
る
い
は
「
穀
物
法
」（C

orn Law
s

―
―
一
八
一
五
年
に
制

定
さ
れ
、
一
八
四
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
）
に
よ
っ
て
、
穀
物
の
値
段
が
一
定
の
額
に
あ
が
る
ま
で
い
っ
さ
い
の
輸
入
を
禁
止

さ
せ
、
更
ら
に
ま
た
、
輸
入
穀
物
に
高
い
関
税
を
課
せ
さ
せ
た
た
め
、
穀
物
の
値
段
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
、
下
層
の
民
衆
は
生

活
に
困
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ベ
ン
タ
ム
と
親
交
の
あ
っ
た
Ｊ
・
ミ
ル（Jam

es M
ill, 1773-1836

）の
子
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル（John Stuart M

ill, 1806-73

）も
ま
た
、

快
が
善
で
あ
り
苦
が
悪
で
あ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
は
、
ベ
ン
タ
ム
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ミ
ル
は
快
楽
が

す
べ
て
計
算
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
或
る
快
楽
が
他
の
快
楽
よ
り
も
質
的
に
ま
さ
る
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
っ
て
、「
豚
と
し
て
満
足
で
あ
る
よ
り
は
、
人
と
し
て
不
満
足
な
方
が
よ
く
、
さ
ら
に

愚
人
と
し
て
満
足
で
あ
る
よ
り
は
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
と
し
て
不
満
足
な
方
が
よ
い
」
の
で
あ
る
。（U

tilitarianism
, 1863

）

こ
う
い
う
ふ
う
に
快
楽
に
質
的
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
ル
は
快
楽
を
感
覚
的
な
も
の
か
ら
精
神
的
な
も
の
に
ま

で
拡
大
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
ベ
ン
タ
ム
は
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
心
理
的
利
己
主
義
と
倫
理
的
利
他
主
義
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ミ
ル
は
、
人
間
は

そ
の
本
性
上
必
ず
し
も
自
己
中
心
的
な
考
え
方
を
す
る
も
の
で
は
な
く＊

、
他
人
に
対
す
る
同
情
と
か
博
愛
へ
の
衝
動
と
か
を
も

っ
て
い
る
、
と
い
う
根
本
思
想
に
基
づ
い
て
、
個
人
主
義
的
な
倫
理
観
を
社
会
主
義
的
な
倫
理
観
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
の
社
会
思
想

＊　

ミ
ル
『
自
叙
伝
』
よ
り
。
―
―
幸
福
こ
そ
が
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
諸
規
則
の
試
金
石
で
あ
り
、
ま
た
人
生
の
目
的
で
あ
る
と
い
う

私
の
確
信
が
ゆ
ら
ぐ
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
や
私
は
、
こ
の
目
的
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

そ
れ
を
直
接
の
目
的
と
は
し
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
自
身
の
幸
福
以
外
の
何
か
他
の
目
的
―

―
た
と
え
ば
他
人
の
幸
福
と
か
、
人
類
の
改
善
と
か
、
或
は
な
ん
ら
か
の
技
術
と
か
研
究
と
か
で
も
よ
い
が
、
そ
う
い
っ
た
他
の

目
的
―
―
に
心
を
傾
け
る
人
々
、
そ
れ
も
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
を
理
想
的
目
的
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
事
柄
に
従

事
す
る
人
々
だ
け
が
幸
福
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
。
こ
う
し
て
何
か
ほ
か
の
も
の
を
追
求
し
な
が
ら
、
た
ま
た
ま
そ
の
途
上
で

彼
ら
は
幸
福
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
人
生
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
享
楽
は
、
そ
れ
ら
が
主
要
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
通

り
が
か
り
に
受
け
と
ら
れ
る
と
き
に
、
人
生
を
愉
快
な
も
の
に
す
る
に
足
る
、
と
い
う
の
が
今
や
私
の
意
見
と
な
っ
た
。
享
楽
が

ひ
と
た
び
主
要
目
的
と
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
詳
細
な
吟
味
に
耐
え
な
い
で
あ
ろ

う
。「
自
分
は
幸
福
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
君
自
身
に
た
ず
ね
て
み
る
が
よ
い
、そ
う
す
れ
ば
、君
は
幸
福
で
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

幸
福
に
な
る
唯
一
の
途
は
、
幸
福
を
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
以
外
の
何
か
別
の
目
的
を
人
生
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

後
世
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ミ
ル
の
『
自
由
論
』（1859

）
に
よ
れ
ば
、
自
由
は
人
格
の
成
長
と
い
う
人
生
最
高
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
絶
対
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
社
会
の
中
で
生
活
す
る
者
で
あ
る
以

上
、
個
人
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
な
か
に

は
、
自
分
だ
け
に
関
す
る
部
分
と
他
人
に
も
影
響
を
与
え
る
部
分
と
が
あ
り
、
前
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
主
権
者

で
あ
っ
て
そ
の
独
立
が
絶
対
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
自
由
放
任
の
原
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
ミ
ル
は
、
そ
の
『
自
由
論
』
に
お
い
て
―
―
反
自
由
主
義
的
な
思
想
に
対
し
て
戦
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っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
―
―
個
人
の
自
由
に
正
当
な
限
界
を
認
め
な
い
考
え
方
に
も
反
対
し
て
、
新
ら
し
い
自
由
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

の
原
則
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
ミ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
で
あ
る
「
自

由
の
一
筋
」
を
貫
き
な
が
ら
―
―
社
会
の
進
展
と
共
に
―
―
自
由
主
義
→
民
主
主
義
→
社
会
主
義
の
線
に
沿
う
て
発
展
し
て
い

こ
う
と
す
る
「
イ
ギ
リ
ス
風
」（B

ritisch w
ay

）
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
九
節　

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
思
想

　

近
世
に
お
け
る
社
会
思
想
の
歴
史
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
演
じ
た
役
割
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
生
ま
れ
た“civil philosophy”

の
考
え
方
を
、
政
治
の
面
で
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
地
な
ら
し
の

仕
事
を
引
受
け
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
人
者
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（Voltaire,i

本
名Francois M

arie 

A
rouet, 1694-1778

）
は
ま
ず
『
イ
ギ
リ
ス
人
に
つ
い
て
』
讃
美
的
な
書
物
を
著
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
の
優
秀
性
を
説
く
反
面
、

フ
ラ
ン
ス
国
家
殊
に
教
会
を
手
厳
し
く
批
判
し
（Lettres sur les A

nglais, 1734

）、
次
い
で
デ
ィ
ド
ロ
（D

enis D
iderot, 

1713-84

）
は
有
名
な
百
科
全
書
』
二
十
八
冊
（1751-72
）
更
に
補
遺
五
冊
、
索
引
二
冊
（1776-80

）
を
編
纂
し
て
大
規
模
に

啓
蒙
思
想
を
鼓
吹
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
百
科
全
書
の
刊
行
に
協
力
し
た
・
い
わ
ゆ
る「
百
科
全
書
家
た
ち
」（Encyclopédistes

）

の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
自
然
の
能
力
は
そ
れ
自
身
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
徒
ら
に
禁
圧
す
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
大
い
に
伸
張
さ
せ
存
分
に
高
め
て
お
い
て
、
し
か
る
後
に
合
理
的
な
政
治
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
公
共
の
福
祉
に
導

き
入
れ
る
よ
う
に
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
―
―
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
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（M
ontesquieu : D

e l’esprit des lois, 1748

）
お
よ
び
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』（D

u contrat socisl, 1762

）
が
こ
う
い
う

思
想
的
背
景
と
雰
囲
気
の
中
で
生
ま
れ
た
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
貴
族
の
出＊

で
あ
る
の
に
対
し
て
ル
ソ
ー

が
庶
民
の
出
で
あ
る
こ
と
を
予
め
念
頭
に
お
い
て
お
く
こ
と
は
、
二
人
の
思
想
家
の
持
ち
味
を
理
解
す
る
の
に
な
ん
ら
か
の
示

唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
学
問
上
の
著
作
に
よ
っ
て
よ
り
ほ
か
に
、
自
分
と
い
う
も
の
が
知
ら
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
従
っ
て
、
彼
ほ
ど
高
名
で
彼
ほ
ど
逸
話
の
少
な
い
人
は
稀
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。

　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（C

harles Louis de Secondat, B
aron de la B

rède et de M
ontesquieu, 1689-1755

）
は
最
初
か
ら
政
治

問
題
に
深
い
関
心
を
懐
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
七
一
六
年
三
月
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る『
国
債
に
関
す
る
覚
書
』（M

ém
oire 

sur les dettes de l’État

）
や
、ま
た
同
年
六
月
十
八
日
ボ
ル
ド
ー
の
学
士
院
で
報
告
し
た
『
宗
教
に
お
け
る
ロ
ー
マ
人
の
政
策
』

（D
issertation sur la politique des R

om
ains dans la religion

）
な
ど
が
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、

当
時
の
彼
の
主
た
る
研
究
が
自
然
科
学
殊
に
物
理
学
や
博
物
学
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い

重
要
な
事
実
で
あ
る
。
現
に
一
七
一
八
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
ボ
ル
ド
ー
の
学
士
院
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
報
告
し
た
も
の

は
、或
は「
反
響
の
原
因
に
つ
い
て
、」或
は「
腎
臓
腺
の
使
用
に
つ
い
て
、」或
は「
物
体
の
重
力
の
原
因
に
つ
い
て
、」或
は「
物

体
の
透
明
の
原
因
に
つ
い
て
、」
或
は
、「
博
物
学
に
つ
い
て
の
考
察
」
な
ど
、
実
に
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業

績
に
よ
っ
て
、当
時
の
人
々
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
大
博
物
学
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

彼
が
最
初
に
世
に
問
う
た
重
要
な
著
作
は
『
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
』（Les lettres persanes, 1721

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
は

二
人
の
ペ
ル
シ
ャ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
て
、郷
里
に
あ
る
者
と
の
間
に
交
換
し
た
手
紙
を
集
め
た
も
の
と
い
う
形
式
で
、
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当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
び
に
ペ
ル
シ
ャ
の
社
会
・
政
治
・
風
俗
な
ど
に
つ
い
て
諷
刺
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
が
な
か
な
か
の
才
人
で
あ
る
こ
と
が
遺
憾
な
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
要
約
し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
特
色
は
何
よ
り
も
そ
の
多
面
的
な
点
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
或
る
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
研
究
者
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
い
う
一
個
の
人
間
の
中
に
「
古
代
人
あ
り
、
近
代
人
あ
り
、
同
時
代
の
人

が
あ
り
、
将
来
の
人
が
あ
り
、
保
守
主
義
者
が
あ
り
、
貴
族
主
義
者
が
あ
り
、
民
主
主
義
者
が
あ
り
、
自
然
哲
学
者
が
あ
り
、

合
理
主
義
者
が
あ
る
」
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
多
面
的
な
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
『
法
の
精
神
』
の
プ

ラ
ン
を
え
が
き
つ
つ
、
諸
国
の
制
度
や
慣
習
を
見
学
す
る
た
め
に
、
一
七
二
八
年
か
ら
三
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遍
歴
の
旅
に
の
ぼ

り
、
数
々
の
資
料
を
み
や
げ
と
し
て
持
っ
て
帰
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
そ
れ
以
来
原
則
と
し
て
郷
里
に
と
じ
籠
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
「
二
十
年
の
仕
事
」（un travail de vingt années

）
で
あ
る
『
法
の
精
神
』
の
著
述
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

一
七
四
八
年
に
や
っ
と
完
成
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
公
刊
さ
れ
た
『
法
の
精
神
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
長
い
副
題
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
。

法
の
精
神
に
つ
い
て
、
―
―
或
は
諸
々
の
法
が
各
政
体
の
憲
法
や
、
習
俗
や
、
風
土
や
、
宗
教
や
、
商
業
な
ど
と
の
間
に

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
関
係
に
つ
い
て
、
―
―
附
、
相
続
に
関
す
る
ロ
ー
マ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
封
建
法
に
関
す
る
新

研
究
。

　

そ
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
ま
ず
人
間
を
研
究
し
た
。
そ
し
て
、
法
と

習
俗
と
が
甚
し
く
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
と
い
う
も
の
は
決
し
て
気
紛
れ
だ
け
で
導
か
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
、
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
原
理
を
う
ち
立
て
た
。
そ
う
す
る
と
色
々
な
特
殊
の
場
合
が
お
の
ず
か
ら
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そ
れ
に
従
い
、
す
べ
て
の
国
民
の
歴
史
も
そ
の
帰
結
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
各
々
の
特
殊
の
法
は
他
の
法
と
結
び
つ
き
、
或
は

よ
り
一
般
的
な
他
の
法
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。…
…
私
は
私
の
原
理
を
私
の
偏
見
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
は
な
く
、

事
物
の
本
性

0

0

0

0

0

（la nature des choses

）
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
私
が
私
の
原
理
を
発
見
し
た

時
に
は
、
私
の
求
め
て
い
た
す
べ
て
の
も
の
は
私
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。」

　

と
こ
ろ
で
『
法
の
精
神
』
の
根
本
思
想
は
、
そ
の
第
一
篇
「
法
一
般
に
つ
い
て
」
の
中
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が

で
き
る
。「
法
と
は
―
―
最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
は
―
―
事
物
の
性
質
か
ら
由
来
す
る
必
然
的
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
存
在
は
そ
の
法
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
神
も
そ
の
法
を
も
ち
、
物
質
の
世
界
も
そ
の
法
を
も
ち
、
人

間
よ
り
以
上
の
霊
的
存
在
も
そ
の
法
を
も
ち
、
獣
類
も
そ
の
法
を
も
ち
、
人
間
も
そ
の
法
を
も
つ
。
…
…
し
か
し
知
性
界
（le 

m
onde intelligent

）
が
物
質
界
と
同
じ
よ
う
に
〔
必
然
的
法
則
に
よ
っ
て
〕
全
く
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
さ
ら
さ
ら

な
い
。
と
い
う
の
は
、
知
性
界
も
ま
た
そ
の
本
性
上
不
変
の
法
を
も
つ
と
は
い
え
、
物
質
界
が
そ
の
法
に
従
う
よ
う
に
、
始
終

（constam
m

ent

）
知
性
界
が
そ
の
法
に
従
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
個
々
の
知
性
的
存
在
は
そ
の
本
性

上
有
限
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
誤
謬
に
陥
り
易
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
他
方
ま
た
、
彼
ら
は
自
分
だ
け
の
考
え
に
従
っ

て
行
動
す
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
ら
は
始
終
そ
の
元
か
ら
の
法
（leurs lois prim

itives

）
に
従
う
の

で
は
な
い
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
自
分
で
自
分
に
与
え
る
法
に
対
し
て
す
ら
、
常
に
従
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
人
間
も
自
然
的
存
在

0

0

0

0

0

（être physique

）
と
し
て
は
一
個
の
物
体
と
同
じ
よ
う
に
―
―
不
変
の
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
知
性
的
存
在

0

0

0

0

0

（être intelligent

）
と
し
て
は
、
人
間
は
神
の
定
め
た
法
に
絶
え
ず
違
反
し
、
ま
た
、
み
ず
か
ら
定

め
た
法
を
も
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
く
し
て
法
は
一
般
に
、地
上
の
す
べ
て
の
人
々
を
支
配
す
る
限
り
人
間
の
理
性

0

0

0

0

0

（la 
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raison hum
aine

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
政
法
お
よ
び
市
民
法
（les lois politique et civiles

）
は
、
こ
の
人
間
理

性
の
適
用
さ
れ
る
特
殊
の
場
合
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
に
と

っ
て
、
あ
く
ま
で
固
有
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
は
う
ち
立
て
ら
れ
た
政
体
、
或
は

う
ち
立
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
政
体
の
性
質
と
原
理
と
に
関
連
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
地
勢
に
、

寒
い
・
暑
い
・
ま
た
は
程
良
い
気
候
に
、
関
係
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
の
性
質
・
そ
の
位
置
・
そ
の
大
き
さ
・
国

民
生
活
の
様
態
―
―
農
夫
か
・
猟
師
か
・
そ
れ
と
も
牧
人
か
―
―
に
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
悪
法

の
許
容
す
る
自
由
の
程
度
・
住
民
の
宗
教
・
そ
の
性
向
・
そ
の
富
・
そ
の
数
・
そ
の
商
業
・
そ
の
習
俗
・
そ
の
生
活
様
式
に
関

係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
終
り
に
、
そ
れ
ら
の
法
は
相
互
の
間
で
も
関
係
を
も
ち
、
ま
た
そ
の
起
原
・
立
法
者
の
目
的
・

そ
れ
ら
の
基
礎
で
あ
る
事
物
の
秩
序
と
も
関
係
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
観
点
に
お
い
て
、
法
は
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
が
こ
の
書
物
に
お
い
て
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
関
係
を
吟
味

し
よ
う
。
こ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
法
の
精
神

0

0

0

0

（l’esprit des lois

）と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。」（Livre 

I. D
es Lois en général.

）

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ま
ず
各
政
体
の
性
質
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
、

共
和
政
体　
｛　

人
民
が
全
体
と
し
て
主
権
を
も
つ
場
合
…
…
民
主
政
体

人
民
の
た
だ
一
部
分
だ
け
が
主
権
を
も
つ
場
合
…
…
貴
族
政
体

君
主
政
体　

唯
一
人
が
―
―
し
か
し
固
定
さ
れ
定
立
さ
れ
た
法
に
よ
っ
て
―
―
統
治
す
る
政
体

専
制
政
体　

唯
一
人
が
―
―
法
も
な
く
規
律
も
な
く
―
―
い
っ
さ
い
を
そ
の
意
志
と
気
紛
れ
に
よ
っ
て
引
き
ず
っ
て
行
く
政
体
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さ
ら
に
君
主
政
体
お
よ
び
専
制
政
治
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

　

君
主
政
体
に
お
い
て
は
、
君
主
は
す
べ
て
の
政
治
的
な
ら
び
に
市
民
的
権
力
の
源
泉
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
本
法
は
必

然
的
に
こ
の
絶
大
な
る
権
力
の
通
過
す
る
中
間
の
溝
渠

0

0

0

0

0

（des canaux m
oyens

）
を
予
想
す
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
国
内
に

唯
一
人
の
人
間
の
瞬
時
的
な
気
紛
れ
な
意
志
し
か
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
も
の
も
安
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ

て
い
か
な
る
基
本
法
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
仲
介
的
、
従
属
的
な
権
力
の
最
も
自
然
な
も
の
は
、
貴

族
の
権
力
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
貴
族
は
君
主
政
体
の
本
質
に
属
す
る
も
の
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
君
主

政
体
の
基
本
的
格
率
に
い
わ
く
、「
君
主
な
け
れ
ば
貴
族
な
く
、
貴
族
な
け
れ
ば
君
主
な
し
。」（Point de m

onarque, point de 

noblesse; point de noblesse, point de m
onarque.

）
も
し
君
主
政
体
に
お
い
て
諸
侯
・
僧
侶
・
貴
族
・
都
市
の
特
権
を
廃
止

す
る
な
ら
ば
、
や
が
て
民
衆
的
国
家
（un État populaire

）
か
、
そ
れ
と
も
専
制
的
国
家
（un État despotique

）
が
出
来
上

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
―
―
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
く
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
は
、
い
か
に
も
貴
族
出
ら
し
い
匂
い
が
す
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
に
続
い
て
専
制
政
体
を
き
び
し
く
批
判
の
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
専
制
的
権
力
そ
れ
自
体
の
性
質
か
ら
次
の
結
果
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
の
権
力
を
行
使

す
る
唯
一
人
の
人
間
は
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
唯
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
そ
の
権
力
を
行
使
せ
し
め
る
。」
そ
の
わ
け
は
こ
う
で

あ
る
。
た
え
ず
五
官
に
よ
っ
て
、
自
己
が
全
部

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
他
の
者
は
全
く
と
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て

い
る
人
間
は
、
お
の
ず
か
ら
怠
惰
で
無
知
で
享
楽
的
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
政
務
を
投
げ
す
て
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を

数
人
の
人
間
に
託
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
争
い
が
生
じ
、
誰
も
彼
も
が
「
第
一
の
奴
隷
」（le prem

ier esclave

）
た
ら
ん
と

し
て
党
派
争
い
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
君
主
は
、
再
び
行
政
に
立
ち
入
る
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
故
に
、
唯
一
人
の
大
臣
に
い
っ
さ
い
を
委
ね
て
し
ま
う
方
が
、
は
る
か
に
簡
単
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
大
臣
は
、
君
主
と

同
じ
だ
け
の
権
力
を
も
つ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
大
臣
の
設
置
が
、
専
制
的
国
家
の
―
―
し
い
て
い
え
ば
―
―
一

つ
の
基
本
法
な
の
で
あ
る
。（Livre II: C

hapitre V, D
es lois relatives à la nature de l’État despotique.

）

　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
各
政
体
の
性
質
0

0

を
明
か
に
し
た
後
、
さ
ら
に
進
ん
で
政
体
の
原
理
0

0

の
考
察
に
入
り
、
民
主
政
体
の
原
理

と
し
て
―
―
人
民
み
ず
か
ら
互
に
抑
制
し
規
正
す
る
―
―
「
徳
性
」（vertu

）
を
、
貴
族
政
体
の
原
理
と
し
て
―
―
徳
性
の
基

礎
の
上
に
立
つ
―
―「
節
制
」（m

odération

）を
、君
主
政
体
の
原
理
と
し
て
―
―
最
も
美
し
い
行
動
を
鼓
吹
す
る
―
―「
名
誉
」

（honneur

）
を
、
専
制
政
体
の
原
理
と
し
て
―
―
生
命
を
も
脅
す
―
―
「
恐
怖
」（crainte

）
を
あ
げ
る
。
し
か
も
、
政
体
は
一

般
に
そ
れ
固
有
の
原
理
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
法
を
善
く
す
る
の
も
悪
く
す
る
の
も
全
く
原
理
の
力
な
の
で
あ

る
か
ら
、「
各
政
体
の
腐
敗
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
そ
の
原
理
の
腐
敗
と
共
に
は
じ
ま
る
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
政
体
に
お
い
て
も
「
自
由
」
と
い
う
こ
と
が
そ
の
原
理
と
な
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
「
自

由
と
い
う
言
葉
ほ
ど
、
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
の
仕
方
で
人
心
に
影
響
を
与
え
た
言
葉
は

な
い
。」
そ
こ
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
自
由
、
特
に
政
治
的
自
由
を
定
義
し
て
「
国
家
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
法
の
存
す
る
社

会
に
お
い
て
、
そ
の
欲
す
べ
き
こ
と
を
為
す
こ
と
が
で
き
、
欲
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
為
す
べ
く
決
し
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
こ
と
、」と
い
う
ふ
う
に
規
定
し
て
い
る
。（Livre X

I; chapitre III, C
e que c’est que la liberté.

）す
な
わ
ち
、そ
れ
は「
法

の
許
す
こ
と
を
す
べ
て
為
し
得
る
権
利
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
権
力
の
濫
用
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
存
在
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
権
力
を
も
つ
者
は
そ
れ
を
む
や
み
に
ふ
り
ま
わ
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
そ
こ
で
、
権
力
を
む
や

み
に
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
権
力
が
権
力
を
抑
制
す
る
よ
う
に
物
事
を
具
合
よ
く
配
列
す
る
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こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
憲
法
は
、
何
人
も
法
の
命
じ
な
い
こ
と
を
為
す
べ
く
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
法
の
許
す

こ
と
を
決
し
て
し
な
い
よ
う
強
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」（Livre X

I; 

C
hapitre IV.

）
と
こ
ろ
で
、世
界
に
は
こ
う
い
う
政
治
的
自
由
を
そ
の
憲
法
の
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
一
つ
の
国
民
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
国
民
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
憲
法
論
が
は
じ
ま
る
の
で
あ

る
。

　
「
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
第
十
一
篇
第
六
章
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
は
三
種
の
権
力
が
あ

る
、」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
三
種
の
権
力
」
と
は
、
立
法
権
（la puissance 

législative

）、
万
民
法
に
関
す
る
事
項
の
執
行
権
（la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens

）、

お
よ
び
市
民
法
に
関
す
る
事
項
の
執
行
権
（la puisance exécutrice des choses qui dépandent du droit civil

）
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
第
一
の
権
力
に
よ
っ
て
君
主
ま
た
は
執
政
官
は
一
時
的
あ
る
い
は
恒
久
的
な
法
を
作
り
、
ま
た
作
ら
れ
た
法
を
改
正
あ

る
い
は
廃
止
す
る
。
第
二
の
権
力
に
よ
っ
て
君
主
ま
た
は
執
政
官
は
戦
争
あ
る
い
は
講
和
を
な
し
・
大
使
を
派
遣
あ
る
い
は
接

受
し
・
治
安
を
保
持
し
・
侵
入
に
備
え
る
。
第
三
の
権
力
に
よ
っ
て
君
主
ま
た
は
執
政
官
は
犯
罪
を
罰
し
・
或
は
個
人
の
争
訟

を
裁
判
す
る
。
こ
の
最
後
の
も
の
は
裁
判
権
（la puissance de juges

）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
対
し
第
二
の
も
の
は
単
に
国
家

の
執
行
権
（la puissance exécutrice de l’État

）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
し
し
て
三
種
の
権
力
と
は
、
立
法
権
・
執
行

権
・
裁
判
権
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
も
し
同
一
の
人
間
―
―
あ
る
い
は
執
政
官
の
同
一
の
団
体
―
―
の
手
に
、
立
法
権
が
執
行
権
に
合
一
さ
れ
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
自
由
は
全
然
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
一
の
君
主
あ
る
い
は
同
一
の
元
老
院
が
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暴
政
的
に
（tyranniquem

ent

）
法
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
暴
政
的
に
執
行
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
裁

判
権
が
立
法
権
お
よ
び
執
行
権
か
ら
分
離
し
て
い
な
い
場
合
も
、
自
由
は
全
く
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
裁
判
権
が
立

法
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、市
民
た
ち
の
生
命
お
よ
び
自
由
に
対
す
る
権
力
は
勝
手
気
ま
ま
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
裁
判
を
す
る
者
が
そ
の
欲
す
る
ま
ま
に
法
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
し
裁
判
権
が
執
行
権

に
結
び
つ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
圧
制
者
の
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
万
一
、
同
一
の

人
間
―
―
ま
た
は
顕
官
・
貴
族
あ
る
い
は
人
民
の
同
一
の
団
体
―
―
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
権
力
を
一
手
に
行
使
す
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
っ
さ
い
は
失
わ
れ
万
事
休
す
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
有
名
な

三
権
分
立
論

0

0

0

0

0

の
大
要
で
あ
る
。
か
よ
う
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
「
政
治
的
自
由
」

論
を
展
開
し
た
後
に
、
第
十
一
篇
第
六
章
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ゲ
ル
マ
ン
人
の
習
俗
に
関

す
る
タ
キ
ツ
ス
の
か
の
賞
讃
す
べ
き
著
書
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』（Tacitus: D

e m
oribus et populis G

erm
aniae.

）
を
読
む
な
ら
ば
、

イ
ギ
リ
ス
人
が
そ
の
政
体
の
観
念
を
得
た
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
事
な
政
治
組
織

は
、
森
の
中
で
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」

　

か
く
し
て
法
は
、
各
政
体
の
性
質
や
原
理
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
い

っ
そ
う
具
体
的
に
気
候
・
地
味
・
国
民
の
一
般
精
神
・
習
俗
・
生
活
様
式
・
商
業
・
貨
幣
・
人
口
・
宗
教
・
立
法
の
対
象
で
あ

る
事
物
、
な
ど
と
の
関
係
に
お
い
て
も
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
関
係
の
究
明
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
の
『
法
の
精
神
』
の
内
容
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
豊
富
な
実
証
的
材
料
を
縦
横
に
駆
使
し
た
立
論
が
、
法
の
科
学

的
研
究
に
一
大
金
字
塔
を
う
ち
立
て
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
し
か
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
業
積
は
単
な
る
事
実
の
究
明
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だ
け
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
三
権
分
立
」
の
思
想
が
後
世
立
憲
政
体
の
発
達
に
大
き
な
貢
献
を
も

た
ら
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
貴
族
の
出
で
あ
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
専
制
政
体
を
厳
し
く
批
判
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
や
が
て
大
革
命
を
成
就
し
た
革
新
思
想
の
萌
芽
を
培
養
す
る
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

貴
族
出
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
対
し
て
全
く
の
庶
民
か
ら
出
た
ル
ソ
ー
（Jean Jaques R

ousseau, 1712-78

）
は
き
わ
立
っ

た
対
照
を
形
づ
く
り
な
が
ら
、
し
か
も
或
る
意
味
に
お
い
て
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
精
神
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
て
フ
ラ
ン
ス

革
命
へ
の
み
ち
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
―
―
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
時
計
屋
の
息
子
と
し
て
生
れ
、
早
く
か
ら
母
親
を
失

っ
て
学
校
へ
も
行
か
な
か
っ
た
ル
ソ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
や
ら
文
字
を
覚
え
て
毎
晩
夕
飯
が
す
む
と
、
母
親

が
遺
し
て
行
っ
た
軟
派
の
小
説
類
を
父
親
と
一
緒
に
読
み
耽
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
小
説
類
が
種
切
れ
に
な
っ
た
と
き
、
や
む

を
え
ず
方
向
を
変
え
て
ま
ず
読
ん
だ
の
が
プ
ル
タ
ー
ク
の
『
英
雄
伝
』
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
物
に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
は
、
愛
国
心

と
自
由
共
和
の
精
神
を
養
わ
れ
た
と
自
ら
述
懐
を
洩
し
て
い
る
。
そ
の
後
展
開
さ
れ
た
・
変
化
の
多
い
六
十
六
年
の
彼
の
生
涯

は
、
文
字
通
り
一
つ
の
小
説
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
全
体
を
見
渡
し
て
、
そ
こ
に
は
健
全
な
常
識
・
冷
静
な
理
知
と
い
っ

た
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ル
ソ
ー
が
多
く
の
人
々
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
文
明
社
会
に
行
な
わ
れ
て
い
る
習
俗
の
不
自
然
さ
を
鋭
く
え
ぐ
り
出
す
そ
の
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
直
観
力
と
、
反
対
に
、

自
然
の
ま
ま
の
状
態
に
強
く
あ
こ
が
れ
る
そ
の
も
え
る
よ
う
な
情
熱
で
あ
ろ
う
。
文
明
に
対
す
る
呪じ
ゅ
そ咀

と
自
然
に
対
す
る
讃

美
、
こ
れ
こ
そ
は
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』（La N

ouvelle H
éloïse, 1760

）
の
道
徳
論
、『
エ
ミ
ー
ル
』（Ém

ile ou sur l’éducation, 

1762

）
の
教
育
論
、『
社
会
契
約
』（D

u contrat social. 1762

）
の
政
治
論
、『
懺
悔
録
』（C

onfessions, 1782

）
の
宗
教
論
、
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を
貫
く
ル
ソ
ー
の
根
本
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
万
物
の
創
り
主
の
手
か
ら
出
る
と
き
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
善
で
あ
る
が
、
人
の
手
に
移
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
も
の
は

悪
く
な
る
。」
こ
れ
は
『
エ
ミ
ー
ル
』
開
巻
ま
ず
出
て
く
る
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
社
会
契
約
論
』
は
次
の
よ
う
な

言
葉
を
も
っ
て
説
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。「
人
は
生
ま
れ
た
と
き
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
人
間
は
鉄
鎖
に

つ
な
が
れ
て
い
る
。」
―
―
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
芳
し
か
ら
ぬ
人
間
社
会
の
現
実
の
姿
に
対
し
て
、
如
何
に
処
す
べ
き
か
を

考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
エ
ミ
ー
ル
』
や
『
社
会

契
約
論
』
よ
り
も
七
年
前
に
書
か
れ
た
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』（D

iscours sur l’origine et les fondem
ents de l’inégalité 

parm
i les hom

m
es, 1755

）
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
要
求
に
こ
た
え
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
は
そ
の
序
文
の
中
で
、「
私
は
ま
ず
少
し
ば
か
り
の
推
理
を
試
み
、
時
に
は
多
少
の
推
測
を
も
辞
さ
な
か
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
は
、
問
題
を
解
く
と
い
う
希
望
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
問
題
を
明
か
に
し
て
問
題
を
真
の
状
態
に
還
え
そ
う

と
す
る
意
図
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
諭
旨
を
進
め
る
に
さ
き
立
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
ま
ず
「
人
類

の
中
に
二
種
類
の
不
平
等

0

0

0

0

0

0

0

を
考
え
る
。
そ
の
一
つ
は
自
然
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
自
然
的
あ
る
い
は
物

理
的
不
平
等
（l’inégalité naturelle ou physique

）
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
年
齢
・
健
康
・
体
力
・
精
神
な
ど
の
質
の
差
か
ら
成

る
。
も
う
一
つ
の
方
は
人
々
の
合
意
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
・
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
道
徳

的
あ
る
い
は
政
治
的
不
平
等
（l’inégalité m

orale ou politique

）
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
自
然
的

不
平
等
の
根
源
が
何
で
あ
る
か
を
た
ず
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
答
は
そ
の
言
葉
の
定
義
そ
の
も
の
の
中
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
不
平
等
の
間
に
な
ん
ら
か
の
本
質
的
な
つ
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な
が
り
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
求
め
る
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
他
の
言
葉
で
い
え
ば
、
命
令
す

る
者
は
服
従
す
る
者
よ
り
も
必
ず
値
打
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
体
力
や
精
神
力
、
知
恵
や
徳
は
同
一
の
個
人
の
中
に
お
い

て
、
つ
ね
に
権
勢
や
富
に
比
例
し
て
見
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
問
題
は
、
主

人
を
傍
聴
さ
せ
な
が
ら
奴
隷
の
間
で
議
論
を
闘
わ
せ
る
の
に
は
、
恐
ら
く
も
っ
て
こ
い
の
問
題
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
真
理
を

求
め
る
理
性
的
な
自
由
な
人
々
に
は
適
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
の
中
で
ま
さ
に
問
題
に
さ

れ
る
の
は
、
何
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
暴
力
（la violence

）
に
つ
づ
い
て
法
（le droit

）
が
現
わ
れ
、
自
然
が

法
律
（la loi

）
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
期
を
―
―
事
物
の
進
歩
の
中
で
―
―
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
如

何
な
る
奇
蹟
の
連
続
に
よ
っ
て
強
者
が
弱
者
に
奉
仕
し
・
人
々
が
現
実
の
福
祉
を
犠
牲
に
し
て
観
念
上
の
休
息
（un repos en 

idée

）
を
選
び
と
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。」（C

ollection C
om

plète des 

oeuvres de J. J. R
ousseau, 1782 Tom

e I. P. 59-60.

）

　

ル
ソ
ー
は
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ス
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
未
開
人
に
そ
の
理
性
を
用
い
る
こ

と
を
妨
げ
る
同
じ
原
因
が
同
時
に
そ
の
能
力
を
む
や
み
に
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
を
妨
げ
る
原
因
に
も
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識

し
な
か
っ
た
。
未
開
人
は
善
人
と
は
何
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
彼
ら
は
悪
人
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
を
し
て
悪
事
を
な
さ
し
め
な
い
も
の
は
、
良
知
の
発
達
で
も
な
け
れ
ば
、
法

律
の
干
渉
で
も
な
く
し
て
、
感
情
の
安
ら
か
さ
と
悪
徳
を
知
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。」（p. 90-91.

）
ル
ソ
ー
は
人
間
に

唯
一
つ
の
自
然
的
な
徳
（la seule vertu naturelle

）
と
し
て
あ
わ
れ
み
の
情
（la pitié

）
を
認
め
、「
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
よ

う
に
弱
く
そ
し
て
い
ろ
ん
な
不
幸
に
遭
い
が
ち
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
う
っ
て
つ
け
の
素
質
で
あ
る
、」
と
い
う
。
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（p.i91.
）
と
こ
ろ
で
、
あ
わ
れ
み
と
は
苦
し
む
者
の
位
置
に
自
ら
を
お
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
相
手
と
自
己
と
の
「
同
一
視

（l’identification

）
が
、
推
理
の
状
態
（l’état de raisonnem

ent

）
に
お
い
て
よ
り
は
、
自
然
の
状
態
（l’état de nature

）
に

お
け
る
場
合
の
方
が
、
は
る
か
に
密
接
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
尊
心
を
生
む
も
の
は
理

性
で
あ
り
、
そ
れ
を
強
め
る
も
の
は
反
省
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
し
て
自
ら
を
振
り
返
ら
し
め
、
彼
の
邪
魔
を
し
悩
ま

す
も
の
か
ら
人
間
を
引
き
離
す
も
の
は
、
反
省
で
あ
る
。
哲
学
こ
そ
人
間
を
孤
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

…
…
哲
学
者
の
窓
の
下
で
は
、
と
が
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
同
胞
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
者
は＊

、
殺
さ
れ
る
人
間
と
自
己

と
を
同
一
視
し
よ
う
と
し
て
彼
自
身
の
心
の
中
で
反
抗
す
る
自
然
（la nature

）
を
抑
え
る
た
め
に
は
、
両
手
を
耳
に
当
て
て
、

少
し
ば
か
り
理
く
つ
を
考
え
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
未
開
人
は
そ
ん
な
大
そ
れ
た
才
能
な
ん
か
、
も
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。」（p. 93.

）

＊　

こ
こ
で
皮
肉
に
描
か
れ
て
い
る
「
哲
学
者
」
と
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
こ
と
で
あ
る
、
と
ル
ソ
ー
は
『
懺
悔
録
』
の
第
二
部
第
八
編

に
お
い
て
告
白
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
の
第
二
部
は
、
次
の
言
葉
を
も
っ
て
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。「
一
つ
の
土
地
に
囲
い
を

し
て
、
こ
れ
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
、
と
宣
言
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、
そ
し
て
人
々
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
ほ
ど
極
め

て
単
純
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
最
初
の
者
が
、
市
民
社
会
（la société civile

）
の
真
の
建
設
者
で
あ
っ
た
。」（p. 103.

）
か

く
し
て
「
各
人
は
他
人
を
顧
慮
し
・
ま
た
彼
自
身
も
顧
慮
さ
れ
ん
こ
と
を
望
み
は
じ
め
る
よ
う
に
な
り
、
公
の
尊
敬
が
一
つ
の

価
値
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
最
も
よ
く
・
最
も
美
し
く
・
最
も
強
く
・
最
も
巧
み
に
或
は
最
も
雄
弁
に
歌
い
或
は
踊
っ
た
者

が
、
最
も
重
要
視
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
不
平
等
へ
の
―
―
同
時
に
悪
弊
（le vice

）
へ
の
―
―
第
一
歩
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だ
っ
た
の
で
あ
る
。」（p. 111.

）
な
ぜ
な
ら
、
人
々
が
相
互
に
評
価
し
合
い
は
じ
め
る
と
、
そ
の
反
面
に
侮
辱
と
い
う
こ
と
が

現
わ
れ
は
じ
め
、
そ
の
侮
辱
に
対
し
て
復
讐
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
人
々
は
し
だ
い
に
血
な
ま
ぐ
さ
く
な
っ
て
行
く

か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
状
態
は
最
初
の
自
然
状
態
か
ら
見
れ
ば
、
遙
か
に
隔
っ
た
後
の
時
代
の
も
の
な
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
を
見
損
っ
た

0

0

0

0

人
た
ち
が
、「
人
間
は
も
と
も
と
残
酷
な
も
の
で
あ
る
、」
と
性
急
に

0

0

0

結
論
し
た
の
で
あ
る
。

＊　

こ
こ
に
ル
ソ
ー
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
ホ
ッ
ブ
ス
批
判
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
も
「
か
く
し
て
始
ま
っ
た
社
会
と
、す
で
に
人
々
の
間
に
設
定
さ
れ
た
諸
関
係
と
は
、人
々
が
そ
の
原
始
的
機
構
（leur 

constitution prim
itive

）
か
ら
受
取
つ
た
性
質
と
は
違
っ
た
性
質
を
彼
ら
の
う
ち
に
要
求
し
た
。」（p.i113.

）
す
な
わ
ち
、
唯

一
人
だ
け
で
処
理
で
き
る
技
術
に
従
事
し
て
い
る
間
は
、人
は
自
分
だ
け
で
幸
福
に
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
「
他
人
の
援
助
を
必
要
と
し
た
瞬
間
か
ら
、
す
な
わ
ち
一
人
で
二
人
分
の
貯
え
を
も
つ
こ
と
が
大
い
に
役
に
立
つ
こ
と

が
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
か
ら
、
平
等
は
消
え
て
な
く
な
っ
て
、
私
有
0

0

と
い
う
こ
と
が
導
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」

（p.i114.

）「
公
正
の
最
初
の
規
則
」（les prem

ières règles de justice

）
が
生
ま
れ
た
の
は
、
土
地
の
分
配
―
―
な
ら
び
に
私

有
の
承
認
―
―
の
必
要
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
「
広
大
な
森
林
は
素
晴
ら
し
い
田
畑
に
変
じ
、
こ
れ
を
人
々
の
汗
で
う
る

お
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
、
や
が
て
奴
隷
制
と
貧
困
と
が
―
―
収
穫
と
と
も
に
―
―
発
芽
し
成
長
す

る
の
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」（p.i114.

）
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
「
富
か
な
者
の
奪
取
、
貧
し
い
者
の
強
奪
、
す
べ
て
人

の
気
ま
ま
な
感
情
が
、
生
ま
れ
つ
き
の
あ
わ
れ
み
と
ま
だ
弱
い
正
義
の
声
を
窒
息
さ
せ
て
、
人
々
を
け
ち
ん
ぼ
に
・
野
心
的
に
・

そ
し
て
邪
悪
に
し
た
。
…
…
新
し
く
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
社
会
は
、
か
く
し
て
最
も
恐
ろ
し
い
戦
争
状
態
に
席
を
譲
っ
た
の
で

あ
る
。」（p. 120.

）
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し
か
し
か
く
も
悲
惨
な
状
態
に
つ
い
て
、
ま
た
、
す
っ
か
り
閉
口
し
て
し
ま
っ
て
い
る
災
禍
に
つ
い
て
、
人
々
が
つ
い
に
反

省
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と
り
わ
け
富
か
な
者
は
、
不
断
の
戦
争
が
彼
ら
に
と
っ
て
、
い
か
に

不
利
益
で
あ
る
か
を
す
ぐ
に
感
じ
た
に
違
い
な
い
。」（p.i121.

）「
団
結
し
よ
う
！
」
と
彼
は
隣
人
た
ち
に
呼
び
か
け
た
。「
弱

い
者
を
抑
圧
か
ら
免
れ
さ
せ
、
野
心
家
た
ち
を
制
し
、
そ
し
て
各
人
に
属
す
る
も
の
の
所
有
を
各
人
に
保
証
す
る
た
め
に
。
そ

し
て
―
―
万
人
の
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
・
何
人
に
も
え
こ
ひ
い
き
を
し
な
い
・
そ
の
う
え
強
者
と
弱
者
と
を
等
し
く
相
互
の
義

務
に
服
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
命
の
気
ま
ぐ
れ
を
い
わ
ば
償
う
―
―
正
義
と
平
和
の
規
則

0

0

0

0

0

0

0

0

（des règlem
ents de justice 

et de paix

）
を
設
定
し
よ
う
。
一
言
で
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
力
を
わ
れ
わ
れ
に
不
利
な
方
に
向
け
な
い
で
、
こ
れ
を
一
つ
の

最
高
権
力
（un pouvoir suprèm

e
）
に
、
―
―
す
な
わ
ち
賢
明
な
法
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
支
配
し
・
全
員
を
保
護
防
御
し
・

共
同
の
敵
を
し
り
ぞ
け
・
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
を
永
遠
の
和
合
の
中
に
保
つ
よ
う
な
一
つ
の
最
高
権
力
に
一
統
合
し
よ
う
。」（p.i

122.

）

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
「
す
べ
て
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
、
み
ず
か
ら
を
縛

る
鉄
鎖
に
向
っ
て
駆
け
つ
け
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
政
治
的
制
度
の
利
益
0

0

を
感
じ
る
だ
け
の
十
分
な
理
性
は
も
っ
て
い
た

け
れ
ど
も
そ
の
危
険
0

0

を
予
感
す
る
だ
け
の
十
分
な
経
験
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
弊
害
を
最
も
よ
く
予
感
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
で
い
る
者
ど
も
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
賢
者
た
ち
も
、
ち

ょ
う
ど
負
傷
し
た
者
が
身
体
の
残
り
の
部
分
を
救
う
た
め
に
そ
の
腕
を
切
断
さ
せ
る
よ
う
に
、
自
由
の
一
部
を
―
―
他
の
部
分

を
保
存
す
る
た
め
に
―
―
犠
牲
に
す
る
決
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
社
会
と
法
律
と
の
起
原

で
あ
っ
た
、
い
や
、
起
原
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。」（p.i123.
）
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し
か
し
、
こ
う
し
て
出
来
上
っ
た
社
会
と
法
律
と
は
、「
弱
い
者
に
新
た
な
桎し
っ
こ
く梏

（
足
か
せ
手
か
せ
）
を
、
富
か
な
者
に
新

た
な
力
を
与
え
、
自
然
的
自
由
（la liberté

）
を
永
久
に
破
壊
し
て
し
ま
い
、
私
有
お
よ
び
不
平
等
の
法
律
を
永
久
に
確
定
し
、

わ
る
が
し
こ
い
奪
取
を
取
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
と
な
し
、
そ
し
て
い
く
ら
か
の
野
心
家
の
利
益
の
た
め
に
、
そ
れ
か
ら

後
は
全
人
類
を
労
働
に
・
隷
属
に
・
そ
し
て
悲
惨
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（p.i123.

）

　

そ
し
て
更
に
そ
れ
が
進
め
ば
、
い
っ
さ
い
が
最
強
者
の
法
律
の
支
配
の
下
に
全
く
の
無

0

0

0

0

に
帰
し
て
し
ま
う
―
―
そ
の
意
味
に

お
い
て
す
べ
て
の
個
人
が
再
び
平
等
と
な
る
―
―
一
つ
の
新
た
な
自
然
状
態
（un nouvel état de nature

）
に
帰
着
す
る
。
こ

う
い
う
よ
う
に
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
は
、
純
粋
の
自
然
状
態
（l’état de nature dans sa pureté

）
か
ら
出
発
し
て
、
過

度
の
腐
敗
の
結
実
に
至
る
ま
で
の
人
類
社
会
変
遷
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（p.i

141-142.

）

　

と
こ
ろ
で
、『
社
会
契
約
論
』
は
こ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
人
は
生
ま
れ
た
と
き
は

自
由
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
人
間
は
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
他
人
の
主
人
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る

人
も
、
何
ぞ
は
か
ら
ん
、
か
え
っ
て
自
分
が
支
配
し
て
い
る
人
々
よ
り
も
い
っ
そ
う
奴
隷
的
な
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ど
う

し
て
こ
ん
な
変
化
が
お
こ
っ
た
の
か
、そ
れ
は
私
は
知
ら
な
い
。そ
れ
な
ら
ば
、こ
れ
を
正
当
な
も
の
と
な
し
得
る
も
の
は
何
か
。

こ
の
問
に
な
ら
、
私
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
る
。」（D

u C
ontrat Social, --Livre I; C

hapitre I.

）
す
な
わ
ち
、
一
言

で
い
う
な
ら
ば
、『
社
会
契
約
論
』
は
正
し
い
国
家
構
成
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
本
思
想
を
、「
社
会
契
約
」（le contrat social

）
と
「
総
意
」（la volonté générale

）
の
二
つ
の

思
想
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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社
会
契
約
論
』
第
一
篇
第
六
章
「
社
会
契
約
に
つ
い
て
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
人
間
が
今
や

次
の
よ
う
な
点
に
ま
で
到
達
し
た
も
の
と
想
像
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
自
己
を
自
然
状
態
に
保
と
う
と
す
る
の
を
妨
げ
る

い
ろ
ん
な
障
碍
が
―
―
そ
の
抵
抗
力
に
よ
っ
て
―
―
こ
の
状
態
に
と
ど
ま
ら
ん
が
た
め
に
各
個
人
が
用
い
得
る
力
を
凌り
ょ
う
が駕

す
る

よ
う
に
な
っ
た
、
と
想
像
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
の
原
始
的
状
態
は
も
は
や
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
類
が
も
し
そ

の
存
在
の
仕
方
（m

anière d’être

）
を
変
え
な
け
れ
ば
、
滅
亡
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
、
新
ら
し
い
力
を

生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
既
に
存
す
る
力
を
結
合
し
こ
れ
に
方
向
を
与
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
人
間
が
自
己
を
保
存
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
力
を
集
め
て
一
つ
の
総
和
を
形
づ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
抵
抗
に
打

ち
勝
ち
得
る
よ
う
に
し
、
唯
一
の
原
動
力
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
力
を
活
動
さ
せ
、
そ
し
て
協
調
的
に
働
か
せ
る
よ
う
に
す
る
よ

り
ほ
か
に
途
は
な
い
。」
し
か
も
、
多
く
の
人
々
の
真
の
協
力
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
各
人
の
自
由
を
無
視
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
。「
あ
ら
ゆ
る
共
同
の
力
を
も
っ
て
、
各
構
成
員
の
生
命
財
産
を
防
護

す
る
よ
う
な
結
合
の
形
態
（une form

e d’association
）
―
―
そ
の
形
態
に
お
い
て
は
、
各
人
は
全
体
に
統
合
さ
れ
て
は
い
る

け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、
か
く
し
て
以
前
と
同
様
や
は
り
自
由
で
あ
る
よ
う
な
―
―
そ
う
い
う
結
合
の

形
態
を
発
見
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
社
会
契
約
が
解
決
を
与
え
る
根
本
問
題
な
の
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
こ
の
社
会
契
約
か
ら
本

質
的
で
な
い
も
の
を
と
り
除
く
な
ら
ば
、次
の
よ
う
な
言
葉
に
要
約
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
―
―「
わ
れ
わ
れ
は
共
同
し
て
各
々

そ
の
一
身
と
全
力
を
総
意
（la volonté générale

）
の
最
高
指
導
の
下
に
ゆ
だ
ね
、
そ
し
て
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
各
成
員
を
全

体
の
不
可
分
の
部
分
と
し
て
受
け
い
れ
る
。」
も
っ
と
も
、「
各
個
人
は
―
―
彼
が
市
民
と
し
て

0

0

0

0

0

も
っ
て
い
る
総
意
に
反
し
た
・

或
は
総
意
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
た
―
―
一
つ
の
特
殊
な
個
人
的
意
志
（une volonté particulière

）
を
人
間
と
し
て

0

0

0

0

0

は
も
つ
こ
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と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
個
人
的
な
利
益
が
公
共
の
利
益
と
は
全
く
違
っ
た
こ
と
を
、
彼
に
語
り
か
け
る
こ
と
も
あ
り

得
る
の
で
あ
る
。
…
…
そ
こ
で
社
会
契
約
を
空
し
い
形
式
た
ら
し
め
な
い
た
め
に
、
こ
の
契
約
は
「
総
意
に
従
う
こ
と
を
拒
む

者
は
、
団
体
全
部
に
よ
っ
て
服
従
を
強
制
さ
れ
る
」
と
い
う
約
束
を
ひ
そ
か
に
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
約
束
の
み
が
、
他

の
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
に
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
自
由
で
あ
る
こ
と
を
強

0

0

0

0

0

0

0

0

0

制
さ
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

（qu’on le forcera d’être libre

）
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（Livre I; C

hapitre V
II.

）

　

自
由
で
あ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
、
―
―
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
、
社
会
状
態
（l’être civil

）
の
特
質
が
見
究
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
こ
の
、
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
の
推
移
は
、
人
間
の
中
に
極
め
て
著
し
い
変
化
を
つ
く
り

出
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
行
為
に
お
い
て
本
能
0

0

に
代
え
る
に
新
た
に
正
義
0

0

を
も
っ
て
し
、
そ
し
て
人
間
の
行
動
に
こ
れ
ま
で

欠
け
て
い
た
道
徳
性
を
与
え
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
身
体
的
衝
動
が
退
い
て
義
務
の
声
（la voix de devoir

）
が
こ

れ
に
か
わ
り
、
欲
望
に
か
わ
っ
て
法
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
時
ま
で
自
分
の
こ
と
だ
け
し
か
注
意
し
な
か
っ
た
人
間
は
、
他
の
原

理
に
基
づ
い
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
自
已
の
性
向
に
耳
を
傾
け
る
前
に
、
自
己
の
理
性
に
相

談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
人
間
は
こ
の
社
会
状
態
に
お
い
て
、
自
然
か
ら
得
る
多
く
の
利
益
を
失
う

け
れ
ど
も
、そ
の
代
り
に
ま
た
、極
め
て
大
き
な
利
益
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、彼
の
技
能
は
訓
練
さ
れ
て
発
達
し
、

彼
の
思
想
は
広
く
な
り
、
彼
の
情
操
は
高
尚
に
な
り
、
彼
の
魂
全
体
が
か
よ
う
な
点
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
新
た
な

状
況
の
濫
用
が
し
ば
し
ば
以
前
の
状
態
以
下
に
彼
を
墜
落
さ
せ
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
彼
は
―
―
永
久
に
彼
を
自
然
状
態
か

ら
離
脱
さ
せ
・
愚
鈍
な
野
獣
を
理
知
的
な
存
在
す
な
わ
ち
人
間
と
し
た
―
―
こ
の
幸
福
な
瞬
間
を
絶
え
ず
祝
福
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
差
引
勘
定

0

0

0

0

の
全
部
を
、
容
易
に
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
に
つ
づ
め
て
み
よ
う
。
人
間
が
社
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近
世

会
契
約
に
よ
っ
て
失
う
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
彼
の
自
然
的
自
由
と
、
彼
の
心
ひ
か
れ
る
す
べ
て
の
も
の
・
彼
の
手
の
届
き
得
る

す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
無
制
限
の
権
利
で
あ
り
、
彼
が
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
市
民
的
自
由
と
、
彼
が
も
っ
て
い
る
い
っ

さ
い
の
も
の
の
所
有
権
で
あ
る
。
こ
の
代
償
に
お
い
て
考
え
違
い
を
し
な
い
た
め
に
は
、
個
人
の
力
以
外
に
制
限
を
も
た
な
い

自
然
的
自
由

0

0

0

0

0

と
総
意
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
社
会
的
自
由

0

0

0

0

0

と
を
、
は
っ
き
り
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
ま
た
、

力
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
・
或
は
最
初
に
獲
得
し
た
人
の
権
利
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
占
有
と
、
明
確
な
権
限
の
上

に
し
か
打
ち
立
て
ら
れ
な
い
所
有
0

0

と
を
、
は
っ
き
り
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（Livre I; C

hapitre V
III.

）
か

く
し
て
、
社
会
組
織
の
基
礎
と
な
る
べ
き
契
約
に
よ
っ
て
、
―
―
自
然
が
人
々
の
間
に
設
け
た
身
体
的
な
不
平
等
に
代
る
も

の
と
し
て
、
―
―
一
種
の
精
神
的
合
法
的
平
等
（une égalité m

orale et légitim
e

）
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。（Livre I; 

C
hapitre IX

）
さ
ら
に
右
の
ほ
か
に
道
徳
的
自
由
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
こ
の
道
徳
的
自
由
こ
そ
、
人

間
を
し
て
真
に
自
己
の
主
（m

aître de lui
）
た
ら
し
め
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
単
な
る
身
体
的
欲
望
に
駆

ら
れ
る
こ
と
は
奴
隷
的
服
従
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
た
め
に
定
め
た
法
に
従
う
こ
と
こ
そ
、
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。」（Livre I; C

hapitre V
III.

）

　

か
く
し
て
『
社
会
契
約
論
』
の
建
設
的
な
性
格
は
遺
憾
な
く
明
か
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
ル
ソ
ー
に

お
い
て
、
国
家
構
成
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
総
意
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
主
権
と
は
ひ
っ
き
ょ

う
、
こ
の
総
意
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（Livre II; C

hapitre I.
）
も
っ
と
も
こ
の
総
意
（la volonté générale

）
と
全
部

の
意
志
（la vonlonté de tous

）
と
の
間
に
は
、
し
ば
し
ば
大
変
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
と
い
う

の
は
、
総
意
が
共
同
の
利
害
（l’intétêt com

m
un

）
し
か
眼
中
に
お
か
な
い
の
に
対
し
て
、
全
部
の
意
志
は
そ
れ
ぞ
れ
私
の
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利
害
（l’intérêt privé

）
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
個
人
々
々
の
意
志
の
総
和
（une som

m
e de volontés 

particulières

）
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
諸
個
人
の
意
志
か
ら
「
過
ぎ
た
も
の
」
と
「
及
ば
な
い
も
の
」（les 

plus et les m
oins

）
―
―
こ
れ
ら
は
相
互
に
消
し
合
う
も
の
で
あ
る
が＊

―
―
を
引
き
去
る
な
ら
ば
、そ
こ
に
差
引
額
と
し
て
「
総

意
」
が
残
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。（Livre II; C

hapitre III.

）
従
っ
て
、
も
し
十
分
事
情
に
あ
か
る
い
人
々
が
議
決
す
る

場
合
に
、
市
民
が
互
に
し
め
し
あ
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
少
し
ず
つ
意
見
を
異
に
し
て
い
る
大
多
数
の

者
か
ら
常
に
総
意
が
生
じ
、
そ
の
議
決
は
常
に
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
徒
党
が
つ
く
ら
れ
―
―
大
き
な
団
体
を
犠

牲
に
し
て
―
―
部
分
的
な
団
体
が
つ
く
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
各
団
体
の
意
志
は
そ
の
団
員
に
と
っ
て
は
一
般
的
な
も
の

〔
総
意
〕
と
な
る
が
、
国
家
に
対
す
る
関
係
か
ら
見
れ
ば
一
つ
の
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
な
る

と
、
も
は
や
人
間
の
数
だ
け
投
票
者
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
団
体
の
数
だ
け
の
投
票
者
し
か
い
な
い
こ
と
と
な
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、
差
異
の
数
も
一
段
と
少
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
は
一
般
性
の
一
段
と
減
じ
た
も
の
と

な
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
団
体
の
一
つ
が
非
常
に
大
き
く
、
他
の
団
体
を
全
部
あ
わ
せ
た
も
の
よ
り
も
優
勢
に
な
る
時
は
、
そ

の
結
果
は
も
は
や
「
小
さ
な
差
異
の
総
和
」（une som

m
e de petites différences

）
で
は
な
く
し
て
、「
唯
一
つ
の
差
異
」（une 

différence unique

）
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
は
や
「
総
意
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
全
く
姿
を
消
し
て

し
ま
う
の
ほ
か
は
な
い
。
他
を
し
の
ぐ
優
勢
な
意
見
と
は
ひ
っ
き
ょ
う
、
一
つ
の
特
殊
な
個
人
的
意
見
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
総
意
が
十
分
に
表
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
国
家
の
中
に
部
分
的
な
団
体

0

0

0

0

0

0

（société partielle

）
の
存

在
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び
各
市
民
が
独
自
の
考
え
に
も
と
ず
い
た
意
見
を
も
つ
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
総
意
が
つ
ね
に
明
か
に
せ
ら
れ
、
人
々
が
決
し
て
欺
か
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
何
よ
り
も
た
い
せ
つ
な
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近
世

注
意
で
あ
る
こ
と
を
、
ル
ソ
ー
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（Livre II; C
hapitre III.

）

＊　

ル
ソ
ー
は
脚
註
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
原
理
を
も
っ
て
い
る
。
二
人
の
個
人
的
利
害
の
一
致
は
、
第
三
者
の
利
害
に

対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
づ
く
ら
れ
る
、」
とM

arquis d’A
rgenson

は
い
う
。
し
か
し
彼
は
「
す
べ
て
の
利
害
の
一
致
は
、

各
人
の
利
害
へ
の
対
抗
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
、」
と
つ
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
利
害
が

全
然
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
共
同
の
利
害
な
ど
と
い
う
も
の
は
―
―
な
ん
の
障
害
も
見
出
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
―
―
ほ

と
ん
ど
感
知
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
す
べ
て
ひ
と
り
で
う
ま
く
行
っ
て
、
政
治
は
一
つ
の
特
技
（un art

）
で
な
く
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
「
人
間
の
構
成
は
自
然
の
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
構
成
は
人
為
の
所
産
で
あ
る
。
人
間
の
生
命
を
長
く
す
る
こ
と

は
人
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
国
家
に
最
善
の
構
成
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
命
を
で
き
る
だ
け
長
く
す
る

こ
と
は
、人
間
の
努
力
次
第
で
あ
る
、」
と
ル
ソ
ー
は
い
う
。（Livre III; C

hapitre X
I.

）
万
一
そ
の
組
織
が
よ
く
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
を
廃
止
す
る
の
ほ
か
は
な
い
。「
国
家
に
は
廃
止
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
基
本
法
も
な
く
、
社
会
契
約
で
さ
え
そ

の
例
外
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。（Livre III; C

hapitre X
V

III.

）

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
「
社
会
は
契
約
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
―
―
す
な
わ
ち
人
間
が
自
分
の
考
に
基
づ
い
て
社

会
を
つ
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
―
―
そ
れ
が
不
都
合
な
場
合
は
当
然
、
人
間
は
い
つ
で
も
そ
れ
を
こ
わ
し
て
つ
く
り
直
す
こ
と

が
で
き
る
筈
で
あ
る
」と
い
う
論
理
は
、人
々
の
心
を
と
ら
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
ル
ソ
ー
が「
自
然
に
帰
れ
！
」

と
い
う
場
合
の
自
然
0

0

を
―
―
原
始
の
過
去
に
で
は
な
く
―
―
人
間
の
理
想
的
な
状
態
と
し
て
は
将
来
に
う
ち
立
て
る
な
ら
ば
、



一
八
九

第
十
節　

ド
イ
ツ
の
社
会
思
想

「
自
然
へ
帰
れ
！
」
の
主
張
は
一
転
し
て
革
新
の
理
論
と
な
る
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
自
由
・
平
等
・
博

愛
」（Liberté, Égalité, Fraternité

）
に
は
、
た
し
か
に
ル
ソ
ー
の
刻
印
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
一
七
九
三
年
の
憲
法
は
『
社

会
契
約
論
』
に
従
っ
て
立
案
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
ル
ソ
ー
の
思
想
が
大
き
な
役
割
を

演
じ
た
れ
ば
こ
そ
、
ル
ソ
ー
の
パ
リ
に
お
け
る
最
後
の
居
所R

ue Platière

に
は
彼
の
名
が
記
念
と
し
て
与
え
ら
れ
、
ま
た
革

命
政
府
の
憲
法
議
会
の
命
に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
の
遺
体
は
パ
ン
テ
オ
ン
へ
移
さ
れ
て
―
―
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
遺
体
と
な
ら
ん
で
―

―
そ
の
不
朽
の
功
績
が
た
た
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
他
面
、
ル
ソ
ー
の
異
常
な
性
格
と
病
的
と
ま

で
思
わ
れ
る
自
然
へ
の
熱
愛
は
、
そ
の
当
時
の
人
々
に
反
感
を
い
だ
か
せ
て
、
思
想
上
直
接
の
後
継
者
を
ル
ソ
ー
は
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
隣
国
ド
イ
ツ
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
精
神
が
継
承
・
発
展
さ
せ
ら

れ
、
単
に
哲
学
思
想
の
面
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
ろ
く
文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、
か
の
「
疾
風
怒
涛
」（Sturm

 und 

D
rang

）
の
気
運
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
十
節　

ド
イ
ツ
の
社
会
思
想

　

き
ち
ょ
う
め
ん
な
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724-1804
）
が
日
課
と
し
て
守
っ
て
来
た
午
後
の
散
歩
の
時
間
に
は
す
こ

し
の
狂
い
も
な
く
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
街
の
人
々
は
通
り
過
ぎ
る
カ
ン
ト
の
姿
を
見
て
、
時
計
を
合
わ
せ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
カ
ン
ト
が
散
歩
の
時
間
が
来
て
も
姿
を
現
わ
さ
ず
、
街
の
人
々
を
驚
か
せ
た
こ
と
が
一
度
あ
っ
た
。
そ
れ
は
カ

ン
ト
が
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
読
み
ふ
け
っ
て
、
思
わ
ず
時
の
た
つ
の
を
忘
れ
た
時
で
あ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
の
質
素
な
書
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斎
を
飾
っ
て
い
た
も
の
が
、
ル
ソ
ー
の
肖
像
画
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
も
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
カ
ン
ト
が
如
何
に

ル
ソ
ー
に
強
く
心
を
ひ
か
れ
て
い
た
か
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
関
心
の
焦
点
と
な
っ
た
も

の
は
、
恐
ら
く
「
そ
こ
な
わ
れ
ざ
る
・
内
な
る
権
威
」
の
確
立
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
は
そ
の
『
実
践
理
性
批
判
』（K

ritik der praktischen Vernunft, 1788

）
の
結
論
の
冒
頭
に
「
く
り
か
え
し
、
じ
っ

と
反
省
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
常
に
新
た
に
高
ま
り
来
る
感
嘆
と
崇
敬
の
念
を
も
っ
て
心
を
み
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
わ
が
上

な
る
星
の
輝
く
空
と
、
わ
が
内
な
る
道
徳
律
、」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
掲
げ
、
ま
た
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』（G

rundlegung 

zur M
etaphysik der Sitten, 1785

）の
第
一
章
を
次
の
よ
う
に
書
き
お
こ
し
て
い
る
。「
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
ど
こ
に
も
、否
、

広
く
こ
の
世
界
の
外
に
お
い
て
も
、
無
制
限
に
善
と
見
な
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
は
、
善
き
意
志
（ein guter W

ille

）
以
外
に

何
も
な
い
、」
と
。
こ
こ
で
い
う
「
善
き
意
志
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
性
向
（N

eigung

）
を
い
っ
さ
い
し
り
ぞ
け
て
、

も
っ
ぱ
ら
「
義
務
の
念
か
ら
」（aus Pflicht
）、
良
心
の
「
無
上
命
令
」（kategorischer Im

perativ

）
に
従
う
意
志
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
…
…
し
た
い
か
ら
」（
性
向
）、
あ
る
い
は
「
…
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」（
他
律
）、
そ
う
す
る

の
で
は
な
く
、「
み
ず
か
ら
進
ん
で
…
…
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
か
ら
」（
自
律
）
す
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て

の
行
為
の
道
徳
性

0

0

0

が
成
り
立
つ
。
人
格
の
尊
厳
は
、
か
よ
う
な
自
律
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
自
律
性
こ
そ
人
格
の
核

心
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、人
格
は
ま
さ
に
「
自
己
自
的
」（Selbstzw

eck

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
汝

の
人
格
に
お
け
る
・
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
格
に
お
け
る
・
人
間
性
を
、
単
に
手
段
0

0

と
し
て
の
み
取
扱
う
こ
と
な
く
、
常
に

同
時
に
目
的
0

0

と
し
て
取
扱
う
よ
う
に
行
為
せ
よ
、」
と
カ
ン
ト
が
説
く
と
き
、
近
代
的
個
人
の
自
覚
を
基
調
と
す
る
人
格
主
義

の
倫
理
は
、
最
も
典
型
的
に
表
明
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
自
由
を
生
命
と
す
る
主
体
と
し
て
の
人
格
の
世
界
は
―
―
一
人
々
々
が
目
的
と
し
て
取
扱
わ
れ
・
各
自
が
自
己
目

的
と
し
て
並
存
す
る
―
―
「
諸
目
的
の
王
国
」
す
な
わ
ち
複
数
の
目
的
か
ら
成
る
王
国
（R

eich der Zw
ecke

）
で
あ
る
、
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。し
か
し
、か
よ
う
な
主
体
的
自
由
を
実
現
す
る
道
徳
の
世
界
も
、単
な
る
空
中
の
楼
閣
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

や
は
り
現
実
の
地
盤
の
上
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
日
常
生
活
に
お
い
て
、
各

自
の
わ
が
ま
ま
（W

illkür

）
が
相
互
に
矛
盾
衝
突
す
る
こ
と
も
決
し
て
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず

各
人
相
互
の
わ
が
ま
ま
の
限
界
を
定
め
・
社
会
秩
序
を
現
実
に
保
障
す
る
た
め
の
諸
条
件
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か

く
し
て
「
一
人
の
わ
が
ま
ま
と
他
人
の
わ
が
ま
ま
と
が
自
由
の
一
般
的
法
則
に
従
っ
て
結
合
せ
し
め
ら
れ
得
る
た
め
の
条
件
の

総
体
」
が
、
い
わ
ゆ
る
法
秩
序
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。（M

etaphysik der Sitten, 1797, A
kadem

. A
usg. S. 230.

）
従
っ

て
「
道
徳
性
」（M

oralität

）
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
の
「
合
法
性
」（Legalität

）
と
は
、
行
為
が
と
も
か
く
も
外

面
的
に
法
則
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
義
務
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
（pflichtgem

äss

）
を
意
味
す
る
。
人
間
の
自

然
的
素
質
の
中
に
、
社
会
的
結
合
へ
の
傾
向
と
同
時
に
ま
た
孤
立
化
へ
の
傾
向
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
孤
立
的
非
社
交
性
が
数
々

の
闘
争
を
生
み
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
結
果
と
し
て
「
行
為
の
動
機
如
何
を
問
わ
ず
」
一
応
も
っ
ぱ
ら
合
法
則
性
の
み
を
問
題

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
普
遍
的
に
法
を
行
な
う
市
民
社
会
」
と
し
て
の
国
家
を
形
成
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
思
う
と

き
、
い
わ
ゆ
る
「
非
社
交
的
社
交
性
」（ungesellinge G

eselligkeit

）
の
演
じ
る
積
極
的
な
役
割
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
「
自
由
が
外
面
的
法
則
の
下
に
反
抗
を
許
さ
ぬ
権
力
と
最
大
限
度
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
―
―
す
な
わ
ち

完
全
に
正
し
い
公
民
的
組
織
は
、
人
類
に
対
す
る
自
然
の
最
高
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、」
と
カ
ン
ト
は
い
う
。（Idee zu 
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einer allgem
einen G

eschichte in w
eltbürgerlicher A

bsicht, 1784, A
kadem

. A
usg. S. 22.

）
こ
の
自
然
の
課
題
に
こ
た
え
る

た
め
に
、
国
家
は
強
制
力
を
も
っ
て
そ
の
公
民
的
組
織
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
相
互
の
間
に
も

―
―
国
家
以
上
の
権
威
が
ま
だ
現
実
に
は
存
在
し
て
い
な
い
た
め
に
、
―
―
戦
争
の
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
も
国
際
平
和

は
何
も
の
に
も
ま
し
て
追
求
さ
れ
重
視
さ
る
べ
き
政
治
上
の
最
高
善
（das höchste politische G

ut

）
で
あ
っ
て
、「
戦
争
は
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。」（Es soll kein K

rieg sein.—
—

M
etaphysik der Sitten, S. 354.

）
こ
の
・
現
実
の
問
題
と
し
て
は
実
現

が
困
難
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
・
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
努
力
の
目
標
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
掲
げ
ざ
る
を
得
な
い
『
永
久
平
和
の

た
め
に
』（Zum

 ew
igen Frieden, ein philosophischer Entw

urf, 1795

）、
カ
ン
ト
は
晩
年
円
熟
し
た
情
熱
を
傾
け
て
次
の
よ

う
な
構
想
を
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
―
―
す
な
わ
ち
、
世
界
永
久
の
平
和
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
個
人
の
上
に
国
家
が
存

立
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
数
の
国
家
を
超
え
た
単
一
の
「
万
民
国
家
」（civitas gentium

）
を
つ
く
る
の
が
理
想
的
な
方
法

0

0

0

0

0

0

で

あ
る
が
、
し
か
し
一
方
に
お
い
て
は
現
存
す
る
多
く
の
国
家
が
そ
ろ
っ
て
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
権
を
放
棄
し
て
単
一
の
国
家

に
統
合
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
う
べ
く
し
て
行
な
わ
れ
に
く
い
の
と
、
他
方
に
お
い
て
は
仮
り
に
そ
れ
が
現
実
可

能
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
家
の
規
模
が
あ
ま
り
大
き
く
な
り
過
ぎ
る
と
、
法
の
拘
束
力
が
す
み
ず
み
ま
で
は
及
ば
な
く
な
っ
て

無
政
府
状
態
に
転
落
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
し
て
、
カ
ン
ト
は
実
際
問
題
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

対
等
の
独
立
諸
国
家
間

の
協
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
国
際
連
盟
」（Staatenbund

）
以
外
に
適
当
な
方
法
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
国
際
連
盟
機
構
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
「
永
久
平
和
」
の
た
め
に
提
案
し
た
多
く
の
諸
条

件
の
中
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
右
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
六
つ
の
「
予
備
条
項
」

（Prälim
inarartikel

）
と
三
つ
の
「
確
定
条
項
」（D

efinitivartikel

）
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
各
国
が
常
備
軍
を
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次
第
に
廃
止
す
る
こ
と
、
一
国
が
他
国
の
憲
法
や
政
府
に
対
し
て
不
当
な
干
渉
を
加
え
な
い
こ
と
、
戦
争
に
際
し
て
も
国
家
相

互
の
将
来
の
信
頼
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
害
敵
行
為
を
な
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
な
ど
は
、
予
備
条
項
の
主
な
も
の
で
あ

り
、
確
定
条
項
の
方
は
そ
の
第
一
と
し
て
、
す
べ
て
の
国
家
が
立
憲
的
な
組
織
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
そ

の
第
三
と
し
て
、
世
界
市
民
権
（W

eltbürgerrecht

）
は
普
遍
的
な
友
交
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

挙
げ
、
例
の
国
際
連
盟
の
提
唱
は
両
者
の
中
間
に
―
―
或
は
中
心
に
―
―
位
す
る
第
二
の
条
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
国
際
連
盟
の
構
想
が
周
到
に
考
案
せ
ら
れ
た
の
は
、
恐

ら
く
国
際
連
盟
が
「
世
界
国
家
」（W

eltrepublik

）
と
い
う
積
極
的
な
理
念
の
単
な
る
「
消
極
的
な
代
用
品
」（das negative 

Surrogat

）
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
構
想
は
、
第
一
次
大
戦
後
国
際
政
治
の
現
実
の
上
に
移
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
に
成
立
し
た
「
国
際
連
盟
」（League of N

ations

）
は
、
そ
の
考
え
方
に
お
い
て
、
一
七
九
五
年
の
カ

ン
ト
の
永
久
平
和
論
に
由
来
す
る
、
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
精
神
を
う
け
つ
ぎ
さ
ら
に
そ
れ
を
い
っ
そ
う
徹
底
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
自
己
の
使
命
を
自
覚
す
る
フ
ィ
ヒ
テ

（Johann G
ottlieb Fichte, 1762-1814

）
は
、
ま
ず
「
人
間
ら
し
く

0

0

0

0

0

地
上
に
生
活
す
る
こ
と
」
が
「
人
類
の
権
利
と
使
命
の
不

可
決
の
要
求
で
あ
る
」こ
と
を
宣
言
す
る
。
そ
の「
人
間
ら
し
い
生
活
」と
は
、単
に
す
べ
て
の
人
が
不
安
な
く
勤
労
に
従
事
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
快
適
な
経
済
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、
文
化
の
青
空
を
眺
め
な
が

ら
精
神
の
教
養
を
高
め
る
余
裕
を
も
っ
た
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
八
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た『
封
鎖
商
業
国
家
論
』（D

er 

geschlossene H
andelsstaat

）
は
、
す
な
わ
ち
、
か
よ
う
な
理
念
の
実
現
方
法
を
論
究
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

―
―
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、す
べ
て
の
国
民
に
対
し
て
正
し
い
人
間
生
活
を
保
障
す
べ
き
「
理
性
国
家
」（Vernunftstaat

）
は
、
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当
然
、
生
産
・
加
工
・
配
給
の
全
面
に
わ
た
っ
て
経
済
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
、
国
民
の
中
に

そ
れ
ぞ
れ
一
定
数
の
生
産
者
・
技
術
家
・
商
人
が
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
職
能
的
に
分
化
し
た
三
つ
の
階

級
が
、
す
べ
て
そ
の
任
務
を
忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
す
べ
て
に
行
き
わ
た
る
だ
け
の
財
貨
が
生
産
さ
れ
配

給
さ
れ
て
、
理
性
国
家
の
経
済
的
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
そ
の
ほ
か
に
、
行
政
機
能
を
分
掌
す
る
官
吏
、
教

育
の
任
務
に
た
ず
さ
わ
る
教
育
者
、
国
民
の
仰
ぐ
べ
き
文
化
の
青
空
を
創
造
す
る
学
者
・
芸
術
家
な
ど
の
職
能
が
わ
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
生
活
保
障
を
も
計
算
に
入
れ
て
国
家
の
計
画
経
済
が
運
営
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
じ
め

て
「
文
化
国
家
」（K

ulturstaat
）
が
実
現
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
右
の
計
画
が
実
現
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
国
家
は
ま
ず
第
一
に
、
国
民
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
物
資
を
生

産
し
得
る
だ
け
の
広
い
領
土
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
国
家
の
自
然
的
限
界
」（die natürlichen G

renzen des Staates

）
と
フ

ィ
ヒ
テ
が
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
次
に
第
二
に
、
国
民
経
済
の
需
給
関
係
が
確
実
な
均
衡
状
態
を
保

つ
た
め
に
は
、
外
国
と
の
貿
易
は
封
鎖
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
も
し
商
人
各
自
の
採
算
と
い
う
こ
と
だ
け

で
貿
易
が
自
由
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
恐
ら
く
は
国
民
生
活
に
必
要
な
物
資
も
た
だ
利
益
を
追
う
て
海
外
に
流
出

し
、
反
対
に
、
た
い
し
て
必
要
で
な
い
財
貨
が
国
内
に
過
剰
に
流
れ
込
ん
で
、
理
性
国
家
の
基
礎
を
な
す
需
給
の
均
衡
関
係
が

根
底
か
ら
か
き
乱
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
理
性
国
家
の
本
質
を
「
封
鎖
商
業
国
家
」（der geschlossene 

H
andelsstaat

）
と
し
て
規
定
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（S. 419ff. ; S. 475ff.

）
も
っ
と
も
、
い

か
に
広
大
な
領
土
を
も
つ
国
家
で
も
気
候
や
地
味
な
ど
の
制
約
を
受
け
る
関
係
上
、
完
全
な
自
給
自
足
経
済
を
営
む
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
国
家
相
互
間
の
物
資
の
交
換
は
、
或
る
程
度
ま
で
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
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な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
場
合
に
も
国
際
間
の
物
資
の
交
換
は
あ
く
迄
も
政
府
の
統
制
の
下
に
―
―
し

か
も
「
金
」
を
媒
介
と
し
な
い
―
―
バ
ー
タ
ー
制
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。（S. 431ff.

）

　

世
界
各
国
が
す
べ
て
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
封
鎖
商
業
国
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
永
久

平
和
」
の
実
現
も
期
待
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。（S. 480ff.

）
と
い
う
の
は
、
封
鎖
商
業
国
家
は
も
は
や
そ
の
領
土
を
現
在
以
上

に
拡
大
す
る
必
要
は
な
く
、
従
っ
て
国
際
紛
争
の
原
因
と
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
―
―
哲
人
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ

の
構
想
が
現
実
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
的
限
界
」
に
達
し

な
い
小
さ
な
国
家
を
整
理
・
統
合
し
て
、
す
べ
て
の
国
家
の
大
き
さ
を
或
る
程
度
ま
で
そ
ろ
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う

い
う
こ
と
は
、も
と
よ
り
実
行
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
を
む
り
に
実
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
平
和
」
と
は
反
対
に
「
戦
争
」

を
よ
び
お
こ
す
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う＊

。
国
の
内
外
を
問
わ
ず
一
般
に
近
代
人
の
直
面
す
る
数
々
の
困
難
な
問

題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
」
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
問
題
を
た
だ
外
面
的
に
処
理
す
る

だ
け
で
は
、到
底
そ
の
根
本
的
な
解
決
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、問
題
の
解
決
を
は
か
る
前
に
、ま
ず
「
市

民
社
会
」
の
構
成
原
理
そ
の
も
の
に
ま
で
洞
察
を
堀
り
下
げ
て
、
そ
の
実
体
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
そ
の
方

面
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
論
述
を
ヘ
ー
ゲ
ル（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770-1831

）の『
法
哲
学
綱
要
』（G

rundlinien 

der Philosophie des R
echts, 1821

）＊
＊

の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

＊　

カ
ン
ト
の
平
和
論
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
平
和
論
と
を
比
較
す
る
と
き
、
一
見
、
前
者
が
単
な
る
哲
人
の
架
空
の
夢
を
語
っ
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
は
い
か
に
も
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
た
・
地
に
つ
い
た
見
解
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
。
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し
か
も
事
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
こ
と
を
、
歴
史
の
事
実
が
は
っ
き
り
教
え
て
く
れ
る
と
き
、
何
が
抽
象
的
で
あ
り
何
が
具
体
的

で
あ
る
か
を
「
思
想
」
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
の
適
切
な
実
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊
＊　
『
法
哲
学
綱
要
』
全
体
と
し
て
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
、そ
の
副
題
で
あ
る
「
自
然
法
お
よ
ひ
国
家
学
概
要
」（N

aturrecht 

und Staatsw
issenschaft im

 G
rundrisse

）
が
物
語
る
よ
う
に
国
家
論
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
単
に
国
家
に
つ
い
て
の
法
律
論

と
し
て
展
開
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
視
野
か
ら
、
す
な
わ
ち
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
社
会
哲
学
的
な
見
地
か
ら
、
人

間
存
在
そ
の
も
の
の
在
り
方
と
結
び
つ
け
て
究
明
し
よ
う
と
し
た
点
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え

方
は
、
そ
れ
以
前
の
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
者
た
ち
と
比
べ
て
、
ど
う
い
う
点
に
そ
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

カ
ン
ト
お
よ
び
初
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
多
分
に
個
人
主
義
的
な
色
合
を
も
つ
「
人
格
」
と
い
う
概
念
を
中
心
と
し
て
、
人
間
存

在
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
精
神
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
特
質
を

明
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
精
神
は
、
そ
の
本
性
で
あ
る
「
自
由
」
を
実
現
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
由
意

志
が
一
定
の
姿
を
と
っ
て
外
に
現
わ
れ
た
も
の
（D

asein des freien W
illens

）、
そ
れ
が
「
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
場
合
の「
法
」と
は
、決
し
て
単
な
る
実
定
法
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、広
く
社
会
的
・
国
家
的
制
度
一
般
を
も
包
含
し
、

さ
ら
に
道
徳
・
人
倫
・
世
界
史
ま
で
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『
法
哲
学
綱
要
』
の
内
容
を
見
れ
ば
、一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

「
自
由
の
理
念
の
発
展
の
各
段
階
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
固
有
の
法
を
も
つ
」（Jede Stufe der Entw

icklung der Idee Freiheit hat 

ihr eigentüm
liches R

echt.

）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
法
を
離
れ
て
、「
精
神
」
と
い
う
も
の
が

そ
れ
だ
け
で
抽
象
的
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
精
神
」（der O

bjektive G
eist

）
こ
そ
、

む
し
ろ
精
神
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
も
の
、と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
法
の
哲
学
」
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が
同
時
に
「
客
観
的
精
神
の
哲
学
」
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
以
前
の
ド
イ
ツ
観
念
論
に
は
な
か
っ
た
独
創
性
が
、
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
根
本
思
想
の
上
に
立
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
抽
象
的
な
法
」（das abstrakte R

echt

）
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
法
律
か

ら
は
じ
め
て
「
道
徳
」（die M

oralität

）「
人
倫
」（die Sittlichkeit

）
の
三
段
階
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

す
で
に
カ
ン
ト
も
「
合
法
性
」（die Legalität

）
と
「
道
徳
性
」（die M

oralität

）
と
を
区
別
し
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
カ

ン
ト
が
た
だ
「
法
律
」
の
立
場
と
「
道
徳
」
の
立
場
と
を
区
別
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
両
者
を
―

―
い
ち
お
う
区
別
し
た
上
で
―
―
い
っ
そ
う
高
次
の
「
人
倫
」
の
立
場
に
お
い
て
止
揚
し
・
綜
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
「
人
倫
」
の
思
想
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
客
観
的
精
神
」
の
考
え
の
展
開
と
し
て
生
ま
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
思
想
で
あ
る
、

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
綱
要
』
が
公
刊
さ
れ
た
一
八
二
一
年
の
頃
と
い
え
ば
、
後
進
国
ド
イ
ツ
で
は
資
本
主
義
の
ま
だ
ほ
ん

の
初
期
で
あ
っ
て
、
国
全
体
が
な
お
大
小
の
王
侯
国
に
分
裂
し
て
封
建
的
要
素
が
多
分
に
残
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し

か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
市
民
社
会
論
に
お
い
て
、
―
―
後
に
述
べ
る
よ
う
に
―
―
す
で
に
資
本
主
義
社
会
の
機
構
そ
の
も
の

に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
点
を
明
確
に
看
破
し
て
い
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
実
に
対
す
る
感
覚
の
鋭
さ
を
示
す
も
の
、
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
通
常
は
、『
法
哲
学
綱
要
』
の
序
言
（Vorede

）
の
中
に
出
て
い
る
有
名
な
言
葉
、
す
な
わ
ち

「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
、」（W

as vernünftig ist, das ist w
irklich; und w

as 

w
irklich ist, das ist vernünftig.

）
と
い
う
命
題
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
は
眼
前
の
事
実
の
合
理
性
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
現
実
」
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
保
守
反
動
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
速
断
さ
れ
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が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
に
古
典
か
ら
と
り
出
さ
れ
た
命
題
を
解
釈
す
る
際
の
心
構
え
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
つ
い

て
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
そ
の
命
題
は
前
後
ど
う
い
う
関
連
に
お
い
て
説
か
れ
て
い

る
も
の
な
の
で
あ
る
か
。
第
二
に
、
そ
の
命
題
の
中
に
出
て
く
る
重
要
な
語
句
を
、
著
者
は
―
―
他
の
場
合
に
も
共
通
し
て
―

―
何
か
独
特
の
意
味
に
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
ず
第
一
の
観
点
か
ら
右
に
掲
げ
た
命
題
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
直
前
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
イ
デ

ア
説
の
こ
と
に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。

通
常
、
空
虚
な
理
想
の
標
語
と
み
な
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ト
ー
ン
の
国
家
論
で
さ
え
、
実
は
ギ
リ
シ
ャ
的
人
倫
の
本
性
を

と
ら
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
原
理
は
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
さ
し
あ
た
っ
て
は
、

ま
だ
満
た
さ
れ
な
い
あ
こ
が
れ

0

0

0

0

と
し
て
し
か
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
の
理
念
の
中
心

を
な
し
て
い
た
原
理
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
―
―
当
時
さ
し
迫
っ
て
い
た
世
界
の
変
革
が
―
―
実
際
そ
れ
を
中
心
に
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
廻
転
し
た
軸

0

0

0

0

0

0

と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ー
ン
は
み
ず
か
ら
を
偉
大
な
精
神
と
し
て
証
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
イ
デ
ア
説
の
意
義
を
相
当
に
高
く
評
価
す
る
言
葉
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
、
す
ぐ
そ
れ

に
続
い
て
右
の
有
名
な
命
題
を
提
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
命
題
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
「
現
実
的
」
と
い

う
言
葉
が
、
決
し
て
単
純
に
経
験
的
事
実
そ
の
ま
ま
を
指
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
、
気
が
つ
く
筈
で
あ
る
。

そ
こ
で
更
に
第
二
の
観
点
に
移
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
な
く
な
る
前
の
年
ま
で
改
訂
を
怠
ら
な
か
っ
た
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』

（Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaften im

 G
rundrisse, 1817, 2. A

. 1827; 3. A
. 1930.

）を
ひ
も
ど
く
な
ら
ば
、

そ
の
序
論
第
六
節
の
と
こ
ろ
で
、『
法
哲
学
綱
要
』
の
右
の
命
題
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い



一
九
九

第
十
節　

ド
イ
ツ
の
社
会
思
想

る
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
簡
単
な
命
題
は
、
多
く
の
人
々
に
驚
き
と
敵
意
を
お
こ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
命
題
の
哲
学
的
意
味
に
関
し
て
は
、

神
が
現
実
的
（w

irklich

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
―
―
い
や
、
神
こ
そ
最
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
神
の
み
が
真
に

現
実
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
―
―
知
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
形
式
的
な
面
か
ら
い
え
ば
、
一
般
に
現
に
在

る
も
の
は
一
部
分
現
象
0

0

で
あ
り
、
そ
し
て
た
だ
部
分
的
に
の
み
現
実
0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
（dass überhaupt das D

asein 

zum
 Teil Erscheinung, und nur zum

 Teil W
irklichkeit ist

）を
わ
き
ま
え
て
い
る
だ
け
の
教
養
が
、前
提
せ
ら
れ
て
い
る
。

日
常
生
活
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
気
ま
ぐ
れ
・
誤
り
・
邪
悪
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
も
の
・
な
ら
び
に
非
常
に
い
じ
け
た
は
か

な
い
存
在
ま
で
も
い
っ
さ
い
ひ
っ
く
る
め
て
、
手
あ
た
り
次
第
に
や
は
り
一
つ
の
現
実

0

0

0

0

0

（eine W
irklichkeit

）
と
呼
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
一
般
的
な
感
じ
か
ら
い
っ
て
も
、
偶
然
的
な
存
在
は
現
実
的
と
い
う
大
げ
さ
な
名
前
に
は
値
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
偶
然
的
な
も
の
は
、
あ
る
か
も
知
れ
ず
又
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
可
能
的
な
も
の
以
上

の
価
値
を
も
た
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
が
「
現
実
」
に
つ
い
て
語
っ
た
場
合
、
当
然
、
私

が
こ
の
言
葉
を
ど
う
い
う
意
味
に
使
っ
て
い
る
か
を
、
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
以
上
の
よ
う
な
主
張
に
目
を
お
お
わ
な
い
限
り
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
に
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
の
中
に
、

た
い
し
て
意
味
の
な
い
一
時
的
な
部
分
（
現
象
）
と
、
そ
れ
に
対
し
て
よ
り
本
質
的
な
意
味
を
も
つ
部
分
（
現
実
）
と
を
、
は

っ
き
り
目
覚
し
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、「
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で

あ
る
、」
と
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
無
条
件
に
「
現
実
」
を
肯
定
す
る
保
守
反
動
主
義
で
あ
る
、
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
反
面
ま
た
、「
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
概
念
的
に
と
ら
え
る
、」（das, w

as ist, zu begreifen

）
す
な
わ
ち
、
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表
面
に
現
わ
れ
た
姿
だ
け
に
目
を
う
ば
わ
れ
な
い
で
、
よ
り
本
質
的
な
深
み
に
ま
で
徹
し
て
そ
の
真
相
を
と
ら
え
る
、
の
が
哲

学
の
課
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
は
そ
の
眼
前
の
世
界
を
一
足
飛
び
に
超
越
し
よ
う
な
ど
と
い
う
よ
う
な
愚
か
な
こ
と
を
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
こ
こ
に
バ
ラ
が
あ
る
、
こ
こ
で
踊
れ
！
」（H

ier ist die R
ose, hier 

tanze !

）
と
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
決
し
て
経
験
的
な
事
実
を
そ
の
ま
ま
合
理
的
な
も
の
と
し
て

是
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
と
同
時
に
、ま
た
現
実
か
ら
全
く
遊
離
し
た
境
地
に
理
念
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、

あ
く
ま
で
も
現
実
の
中
に
沈
潜
し
て
、
そ
の
核
心
を
な
す
生
命
の
脈
動
に
ふ
れ
よ
う
と
念
願
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に

こ
の
点
に
こ
そ
弁
証
法
的
な
考
え
方
の
真
髄＊

が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

観
念
論
的
な
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
唯
物
論
的
な
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
い
や
し
く
も
弁
証
法
を
―
―
存
在
に
対
し
て
外
か
ら

0

0

0

押
し
つ
け
る
「
枠
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
―
―
単
に
公
式
化
す
る
だ
け
で
満
足
し
な
い
限
り
、
そ
の
真
髄
は
右
に
述
べ
た
よ
う

な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
思
想
を
端
的
に
物
語
る
市
民
社
会
論
に
お
い
て
は
、「
市
民
社
会
」
が
「
家
族
」
か
ら
「
国
家
」

へ
の
発
展
の
中
間
の
段
階
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る＊

。
こ
の
「
家
族
→
市
民
社
会
→
国
家
」
の
発
展
は
、
も
ち
ろ
ん
決
し
て

歴
史
的
発
展
で
は
な
く
、「
学
的
概
念
の
進
行
過
程
」
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
ず
家
族
は
精
神
の
直
接
的
実
体
性

（die unm
ittelbare Substantialität des G

eistes

）
と
し
て
、
そ
の
感
情
的
統
一
た
る
愛
（seine sich em

pfindende Einheit, die 

Liebe

）
を
そ
の
根
本
規
定
と
す
る
。
従
っ
て
家
族
に
属
す
る
者
は
、
孤
立
的
な
人
（eine Person für sich

）
と
し
て
で
は
な

く
、
成
員
（M

itglied

）
と
し
て
こ
の
直
接
的
統
一
の
中
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。（§158

）
か
よ
う
な
家
族
の
基
礎
を

な
す
婚
姻
は
、
単
な
る
自
然
的
両
性
の
外
面
的
な
結
合
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
単
な
る
市
民
的
契
約
に
よ
る
結
合
で
も
な
く
し
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て
、
直
接
的
な
人
倫
的
関
係
（das unm

ittelbare sittliche Verhältnis

）
と
し
て
、
す
で
に
精
神
的
な
・
自
覚
さ
れ
た
愛
の
関

係
で
あ
る
。（§161

）
こ
の
よ
う
な
愛
の
関
係
に
身
を
捧
げ
る
も
の
が
本
来
排
他
的
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
婚
姻
は
本

質
的
に
は
一
夫
一
婦
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（§167

）
し
か
も
家
族
が
単
な
る
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
永
続
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
持
続
的
に
し
て
確
実
な
占
有
・
す
な
わ
ち
一
定
の
財
産
が
必
要

に
な
る
。（§170
）
し
か
し
財
産
に
お
い
て
家
族
的
統
一
は
ま
だ
外
面
的
な
事
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
を
内
面
化
し
、
し
か
も
客
観
的
な
対
象
性
を
夫
婦
の
関
係
に
与
え
る
も
の
は
、
二
人
の
間
の
子
供
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
妻
は
子
供
に
お
い
て
夫
を
愛
し
、
夫
は
子
供
に
お
い
て
妻
を
愛
す
る
と
き
、
夫
婦
の
融
合
は
は
じ
め
て
精
神
的
な
も
の
と

な
り
全
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。（§173 u. Zusatz

）
と
こ
ろ
で
子
供
は
、
共
同
の
家
族
財
産
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
・
教
育

さ
れ
る
権
利
を
も
つ
。（§174

）
し
か
し
、
子
供
が
独
立
す
る
個
人

0

0

0

0

0

0

と
し
て
育
成
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
成
員
の
共
同
的
統
一
を

形
づ
く
っ
て
い
た
家
族
生
活
が
解
体
し
て
、
そ
れ
と
は
別
箇
の
生
活
様
式
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
家
族
か

0

0

0

ら
市
民
社
会
へ
の
移
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
内
に
お
い
て
、「
市
民
社
会
」
は
次
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

第
一
部　

論
理
の
科
学

第
二
部　

自
然
の
哲
学

第
三
部　

精
神
の
哲
学

Ⅰ　

主
観
的
精
神

Ａ　

人
間
学
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Ｂ　

精
神
の
現
象
学

Ｃ　

心
理
学

Ⅱ　

客
観
的
精
神

Ａ　

法

Ｂ　

道
徳

ａ　

家
族

Ｃ　

人
倫

━
ｂ　

市
民
社
会

ｃ　

国
家

Ⅲ　

絶
対
的
精
神

Ａ　

芸
術

Ｂ　

啓
示
さ
れ
た
宗
教

Ｃ　

哲
学

　

市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
各
人
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
目
的
で
あ
り
、
他
者
は
い
っ
さ
い
自
分
に
と
っ
て
無
で
あ
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
具
体
的
な
個
人
が
市
民
社
会
の
ま
ず
第
一
の
原
理

0

0

0

0

0

で
あ
る＊

。
し
か
し
個
別
的
な
人
も
本
質
的
に
他
の
個
別
的

な
人
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
り
、
そ
の
個
人
同
士
の
関
係
も
普
遍
性
の
形
式
と
い
う
も
う
一
つ
の
原
理

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た

も
の
と
し
て
の
み
、
有
効
に
成
立
す
る
。
い
っ
そ
う
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
自
己
目
的
で
あ
る
個
人
は
―
―
同
時
に
個
人
の

福
祉
を
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
自
分
自
身
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
特
殊

性
（
あ
る
い
は
個
別
性
）
は
普
遍
性
と
い
う
条
件
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
、全
体
が
媒
介
の
地
盤
で
あ
り
、こ
の
地
盤
に
お
い
て
、



二
〇
三

第
十
節　

ド
イ
ツ
の
社
会
思
想

あ
ら
ゆ
る
個
別
性
・
あ
ら
ゆ
る
素
質
・
素
性
や
幸
運
の
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性
は
解
放
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
は
、
さ
し
込

ん
で
来
る
理
性
に
よ
っ
て
の
み
統
御
せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
激
情
の
波
浪
が
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（§182 u. Zusatz ＊
＊）

＊　

第
一
の
原
理
の
面
に
重
点
を
お
い
て
市
民
社
会
を
見
る
な
ら
ば
、“System

 der A
tom

isik”

（Enzyklopädie, §523

）
と
い
う
ふ

う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
＊　

こ
の
一
節
は
―
―
カ
ン
ト
の
「
非
社
交
的
社
交
性
」
の
観
念
と
共
に
―
―
近
代
の
創
造
に
か
か
る
市
民
社
会
の
基
本
的
性
格

を
よ
く
端
的
に
と
ら
え
た
も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
形
で
、
個
人
の
生
計
・
福
祉
・
権
利
が
万
人
の
生
計
・
福
祉
・
権
利
と
か
ら
み
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
形

づ
く
ら
れ
る
・
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
る
相
互
依
存
の
体
系
（ein System

 allseitiger A
bhängigkeit

）
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
外
面

的
国
家
（der äussere Staat

）・
必
然
国
家
（N

ot-Staat

）
あ
る
い
は
悟
性
国
家
（Verstandes-Staat

）
と
呼
ぶ
。（§183

）
こ

れ
ら
の
呼
び
名
は
い
ず
れ
も
、家
族
→
市
民
社
会
→
国
家
の
発
展
に
お
け
る
第
三
の
段
階
の
―
―
固
有
の
意
味
の
―
―
「
国
家
」

と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
第
二
段
階
の
実
は
「
市
民
社
会
」
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が＊

、
ま
ず
第
一
に
「
外
面

的
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
わ
け
は
、
市
民
社
会
に
お
い
て
は
家
族
の
直
接
的
統
一
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
特
殊
性
と
普
遍
性
と
が

は
な
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て＊
＊、
そ
こ
に
は
た
だ
外
面
性
（Ä

usserlichkeit

）
の
み
が
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。（§184, Zusatz

）

＊　
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
の
第
五
二
三
節
で
は
、「
市
民
社
会
と
し
て
の
国
家
あ
る
い
は
外
面
的
国
家
と
し
て
の
国
家
」（der 

Staat als burgerliche G
esellshaft oder äuusserer Staat

）
と
い
う
ふ
う
に
明
言
せ
ら
れ
て
い
る
。

＊
弼　

例
え
ば
大
抵
の
人
は
、
租
税
を
支
払
う
こ
と
は
自
分
の
特
殊
性
を
そ
こ
な
う
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
目
的
を
妨
げ
る
・
憎
み
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き
ら
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
る
。（§184, Zusatz

）

　

第
二
に「
必
然
国
家
」と
呼
ば
れ
る
の
は
、右
に
述
べ
た
よ
う
な
分
裂
の
立
場

0

0

0

0

0

（Standpunkt der Entzw
eiung

）に
お
い
て
は
、

特
殊
と
普
遍
の
両
原
理
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
統
一
は
人
倫
的
同
一
性
を
な
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
さ
し
く

そ
の
故
に
、
特
殊
的
な
個
人
が
自
己
を
普
遍
性
の
形
式
に
高
め
・
こ
の
普
遍
性
の
形
式
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
求
め
か
つ
も
た

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
由
で
は
な
く
し
て
、
必
然
0

0

（N
otw

endigkeit

）
だ
か
ら
で
あ
る
。（§186

）
さ
ら
に
第
三
に
、
市
民

社
会
の
構
成
に
お
い
て
特
殊
と
普
遍
が
分
裂
の
両
極
（Extrem

e, §184

）
を
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
定
的
に
分
離
し
て
い
る
点

か
ら
、
―
―
そ
も
そ
も
悟
性
は
一
つ
一
つ
の
も
の
を
孤
立
化
し
て
固
定
す
る
こ
と
を
本
来
の
機
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

意
味
を
含
ま
せ
て
―
―
悟
性
国
家＊

と
呼
ぶ
。

＊　

こ
の
場
合
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』（G

rundlage des N
aturrechts, 1796

）
の
中
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
国
家
、
す
な
わ
ち
ア
ト
ム
的
な
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
た
め
に
―
―
警
察
を
は
じ
め
と
し
て
―
―
わ

ず
ら
わ
し
い
統
制
の
制
度
を
具
備
し
て
い
る
国
家
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
体
系
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲

学
体
系
の
相
違
』（1801

）
に
お
い
て
、「
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
よ
う
な
悟
性
国
家
は
、
一
つ
の
組
織
と
い
う
よ
り
は
、
一
つ
の
機
械

（eine M
aschine

）
で
あ
る
、」
と
酷
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
宗
教
哲
学
講
義
』
の
中
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ロ
ー
マ
の
国
家
の
こ

と
を“N

ot-und Verstandes-Staat”

と
い
う
ふ
う
に
性
格
づ
け
て
い
る
。

　

市
民
社
会
が
そ
も
そ
も
そ
の
根
本
の
構
成
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
二
つ
の
原
理
の
分
裂
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ

る
が
故
に
、
も
し
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
活
動
を
続
け
て
行
く
な
ら
ば
、
市
民
社
会
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
た
え
ま
な
く
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人
口
の
増
加
と
産
業
の
進
歩
を
も
た
ら
し
て
一
面
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
富
の
蓄
積
が
増
大
す
る
結
果
に
な
る
け
れ
ど
も
、

他
面
に
お
い
て
は
、特
殊
的
労
働
に
束
縛
せ
ら
れ
た
階
級
の
依
存
性
と
困
窮
も
そ
れ
と
共
に
増
大
す
る
。（§243

）そ
し
て
更
に
、

そ
の
困
窮
の
度
合
が
一
定
の
生
活
水
準
以
下
に
お
ち
て
、
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
す
る
と
い
う
当
然
の
正
し
い
自

尊
の
感
情
を
失
う
に
至
る
と
き
、
そ
こ
に
賤
民
（Pöbel

）＊

が
発
生
す
る
。
し
か
も
同
時
に
、
賤
民
の
発
生
こ
そ
は
、
不
均
衡

に
過
大
な
富
を
少
数
の
手
に
―
―
い
よ
い
よ
容
易
に
―
―
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
で
あ
る
。（§244

）

＊　

貧
困
そ
れ
自
体
は
、
何
び
と
を
も
賤
民
に
は
し
な
い
。
賤
民
は
、
貧
困
と
結
び
つ
い
た
心
的
態
度
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
富
者
、
社
会
・
政

府
な
ど
に
対
す
る
内
的
反
抗
心
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
偶
然
性
に
た
よ
っ
て
い
る
人
間
は
、
無
思
慮
で

労
働
を
き
ら
う
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
ナ
ポ
リ
の
浮
浪
民
の
よ
う
に
。（§244, Zusatz

）

　

そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
す
れ
ば
貧
困
を
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
近
代
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
悩
み
と
な

っ
て
い
る
重
要
な
問
題
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
―
―
も
し
貧
困
に
お
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
大
衆
を

正
常
な
生
活
状
態
に
保
持
す
べ
き
直
接
の
負
担

0

0

0

0

0

が
富
裕
な
階
級
に
課
せ
ら
れ
た
り
、
或
は
そ
の
た
め
の
直
接
の
手
段

0

0

0

0

0

が
他
の
公

共
財
産
（
豊
か
な
病
院
・
慈
善
施
設
・
僧
院
）
の
中
に
存
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
困
窮
者
の
生
計
は
労
働
に
よ

っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
保
証
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
市
民
社
会
の
原
理
な
ら
び
に
個
人
の
自
立
と
自

尊
の
感
情
と
い
う
原
理
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
或
は
ま
た
、
困
窮
者
の
生
計
が
労
働
に
よ
っ
て
（
働
き
得
る
機
会
に
よ
っ
て
）

媒
介
せ
ら
れ
る
と
な
る
と
、
生
産
量
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
生
産
の
過
剰
0

0

と
そ
れ
に
比
例
し
て
自
分
自
身
生
産
に
た

ず
さ
わ
る
消
費
者
の
欠
乏
0

0

と
の
中
に
ま
さ
に
弊
害
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
弊
害
は
増
大
す
る

ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
富
が
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
市
民
社
会
は
十
分
に
富ゆ
た

か
で
は
な
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い
と
い
う
こ
と
」（dass bei dem

 Ü
berm

asse des R
eichtum

s die bürgerliche G
esellschaft nicht reich genug ist

）、
す
な
わ

ち
市
民
社
会
は
―
―
そ
の
固
有
の
財
産
を
も
っ
て
し
て
は
―
―
食
困
の
過
剰
と
賤
民
の
産
出
を
防
止
す
る
に
十
分
富
か
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
。（§245

）

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
市
民
社
会
は
、
物
が
出
来
す
ぎ
て
し
か
も
ま
だ
十
分
豊
か
で
は
な
い
、
と
い
う
自
己
自
身
の
中
に
含

む
「
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
こ
の
特
定
の
社
会
と
し
て
の
自
己
を
超
出
し
て
、
自
己
の
そ
と
に
―
―
自
分
自
身

が
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
も
っ
て
い
る
資
力
あ
る
い
は
一
般
に
技
術
上
の
努
力
な
ど
に
お
い
て
自
分
よ
り
劣
っ
て
い
る
―
―
他
の
諸

民
族
の
中
に
、
顧
客
を
、
従
っ
て
自
己
に
必
要
な
生
計
手
段
を
、
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」（§246

）

　

か
く
し
て
「
市
民
社
会
は
植
民
地
を
開
拓
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
。」
そ
の
上
、
人
口
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
青
年
た

ち
は
新
ら
し
い
領
土
へ
送
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
「
植
民
地
に
対
し
て
は
、
本
国
の
住
民
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
権
利
は
、

与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
や
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
戦
争
が
お
こ

り
、
つ
い
に
は
右
の
よ
う
な
状
態
か
ら
の
解
放
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
植
民
地
の
解
放
が
本
国
に
と
っ
て
最
大
の

利
益
で
あ
る
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
奴
隷
の
解
放
が
主
人
に
と
っ
て
最
大
の
利
益
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
明
か
に
示
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」（§248, Zusatz

）

　

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
一
般
に
市
民
社
会
の
内
蔵
す
る
根
本
問
題
は
、
家
族
に
お
い
て
具
現
さ
れ
た
直
接
的
人
倫
が
、

市
民
社
会
に
お
い
て
分
裂
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
。
も
っ
と
も
、
市
民
社
会
も
本
来
そ
の
個
別
性
の
契
機
と
普
遍
性
の
契
機

と
を
、
全
体
の
地
盤
に
お
い
て
媒
介
す
べ
き
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と
が
固
定
0

0

的
に
分
離

0

0

0

0

せ
ら
れ
（
悟
性
0

0

国
家
）、
そ
れ
が
た
だ
外
面
的
に
結
合

0

0

0

0

0

0

せ
ら
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
に
（
外
面
的

0

0

0

国
家
）、
そ
の
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限
界
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と
が
―
―
単
に
外
面
的
に

媒
介
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
―
―
さ
ら
に
進
ん
で
内
面
的
に
媒
介
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
人
倫
は
市
民
社
会
の
分
裂
を
つ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

抜
け
て

0

0

0

、
そ
の
真
実
の
根
拠
と
し
て
の
国
家
（Staat als ihr w

ahrhafter G
rund

）
に
ま
で
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
「
こ

の
よ
う
な
発
展
の
み
が
、
国
家
の
概
念
の
学
的
証
明
（der w

issenschaftliche B
ew

eis des B
egriffs des Staats

）
で
あ
る
。」

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
学
的
概
念
の
進
行
過
程
に
お
い
て
は
、
国
家
は
結
果
0

0

（R
esultat

）
と
し
て
現
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
こ
と
は
―
―
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
―
―
決
し
て
歴
史
的
に
家
族
→
市
民
社
会
→
国
家
の
順
序
で
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、「
現
実
に
は
、
国
家
は
一
般
に
む
し
ろ
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
ま
ず
家
族
が
市
民
社

会
へ
と
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
両
契
機
に
分
割
さ
れ
る
の
は
国
家
の
理
念
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」（§256

）

　

市
民
社
会
の
真
実
の
根
拠
と
し
て
の
国
家
に
お
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
、「
普
遍
性
と
特
殊
性
（
個
別
性
）
の
統
一
に
、
い

っ
さ
い
が
帰
着
す
る
。
個
別
的
意
志
の
諸
規
定
は
、
国
家
に
よ
っ
て
客
観
的
に
具
現
さ
れ
、
そ
し
て
国
家
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
そ
の
真
の
姿
を
実
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。」（§261, Zusatz

）「
国
家
は
人
倫
的
理
念
の
現
実
態
で
あ
る
」（D

er 

Staat ist die W
irklichkeit der sittlichen Idee, §206

）
あ
る
い
は
「
国
家
は
具
体
的
自
由
の
現
実
態
で
あ
る
」（D

er Staat ist 

die W
irklichkeit der konkreten Freiheit, §260

）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
張
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
右
の
趣
旨
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
家
に
お
い
て
こ
そ
、
自
由
は
そ
の
最
高
の
権
利

0

0

0

0

0

を
得
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
ま
た
、
国
家
の
成
員
で
あ
る
こ
と
が
、
個
人

の
最
高
の
義
務

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。（§258
）

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
、
特
殊
な
国
家
や
特
殊
な
制
度
を
念
頭
に
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
理
念
が
、
そ
れ
だ
け
で
、

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
自
分
の
も
っ
て
い
る
原
則
に
照
ら
し
て
国
家
を
悪
い
も
の
だ
と
い
い
、
そ
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こ
に
あ
れ
こ
れ
の
欠
点
を
認
め
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ど
う
い
う
国
家
で
も
―
―
特
に
現
代
の
発
達
せ
る
国
家

に
属
す
る
場
合
に
は
―
―
や
は
り
常
に
そ
の
存
在
の
本
質
的
契
機
を
み
ず
か
ら
の
中
に
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
肯

定
さ
る
べ
き
も
の
（das A

ffirm
ative

）
を
よ
く
理
解
し
て
と
ら
え
る
よ
り
も
、
欠
点
を
発
見
す
る
こ
と
の
方
が
い
っ
そ
う
容

易
で
あ
る
た
め
に
、
ひ
と
は
や
や
も
す
れ
ば
―
―
個
々
の
面
に
と
ら
わ
れ
て
―
―
国
家
そ
の
も
の
の
内
部
的
組
織
を
忘
れ
る
誤

に
陥
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
国
家
は
芸
術
作
品
で
は
な
い
。
国
家
は
現
に
こ
の
世
の
中
に
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
勝
手
な
考
え
・
偶
然
お
よ
び
誤
り
の
行
な
わ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
よ
く
な
い
振
舞
が
国
家
を
多
方
面
に
わ
た
っ

て
ゆ
が
め
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
最
も
憎
む
べ
き
人
間
・
犯
罪
者
・
病
人
や
不
具
者
で
も
、
や
は
り
生
き
て
い
る
人
間

で
あ
る
。
肯
定
さ
る
べ
き
も
の
・
生
命
は
、
欠
陥
に
も
拘
ら
ず
存
立
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
肯
定
さ
る
べ
き
も
の
こ
そ
、
こ
こ

で
は
問
題
な
の
で
あ
る
。（§258, Zusatz
）

　

と
こ
ろ
で
現
実
に
存
在
す
る
個
別
的
国
家
は
、「
相
互
に
独
立
し
て
い
て
、
そ
の
関
係
は
従
っ
て
た
だ
外
面
的
で
し
か
あ
り

得
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
第
三
者
が
、
そ
れ
ら
の
上
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
こ
の
第
三
者
と
は
、

世
界
史
に
お
い
て
自
己
を
実
現
し
・
世
界
史
に
対
し
て
絶
対
的
裁
判
官
の
役
目
を
果
す
精
神
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
多
く
の
国

家
が
―
―
連
盟
と
い
う
形
で
―
―
他
の
諸
国
家
に
対
し
て
い
わ
ば
法
廷
を
形
づ
く
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
例
え
ば
神
聖

同
盟
の
よ
う
な
国
家
連
合
が
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
永
久
平
和
と
同
じ
よ
う
に
、
単
に
相
対

的
で
制
限
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ね
に
、
か
つ
特
殊
的
な
も
の
に
対
し
て
、
自
己
の
権
限
を
主
張
し
貫
徹
す
る
唯
一
の
絶
対
的
な

裁
判
官
は
、
即
自
か
つ
対
自
的
に
存
在
す
る
精
神

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（der an und für sich seiende G
eist

）
で
あ
っ
て
、
こ
の
精
神
が
―
―
普

遍
的
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
現
実
に
は
た
ら
く
類
と
し
て
（als das A

llgem
eine und als die w

irkende G
attung

）
―
―
世
界



二
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第
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マ
ル
キ
シ
ズ
ム

史
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
顕
示
す
る
の
で
あ
る
。」（§259, Zusatz

）

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て「
世
界
史
は
世
界
法
廷
で
あ
る
」（W

eltgeschichte ist W
eltgericht

）と
い
う
有
名
な
命
題
に
よ
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
哲
学
と
歴
史
哲
学
と
は
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
歴
史
の
審
判
こ
そ
、
お
そ
ら
く
人
類
社
会
の
推
移
に
対

し
て
最
も
正
し
い
判
定
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
」
の
内
蔵
す
る
矛
盾
の
解
決
を
―

―
「
市
民
社
会
」
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
―
―
「
国
家
」
へ
移
す
こ
と
が
、
果
し
て
真
に
正
し
い
解
決
の

途
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
市
民
社
会
の
構
成
そ
の
も
の
か
ら
由
来
す
る
問
題
を
、
構
成
そ
れ
自
体
の
改
革
に
よ

っ
て
―
―
現
実
の
世
界
に
お
い
て
―
―
解
決
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

に
し
て
お
い
て
、
問
題
を
む
し
ろ
思
想
の

世
界
―
―
あ
る
い
は
哲
学
の
世
界
―
―
へ
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
倫
的
理
念
の
現
実
態
」（die W

irklichkeit der sittlichen 

Idee

）
と
し
て
の
「
国
家
」
の
次
元
に
お
い
て
そ
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
観
念
論
者
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の

―
―
否
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
そ
の
も
の
の
―
―
限
界
が
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
十
一
節　

マ
ル
キ
シ
ズ
ム

　

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
「
人
類
の
最
も
進
ん
だ
三
つ
の
国
に
属
す
る
十
九
世
紀
の
三
つ
の
思
想
的
潮
流
―
―
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の

古
典
哲
学
・
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
経
済
学
・
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
」
を
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx, 1818-83

）
が
継
承
し
完
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
、
と
称
せ
ら
れ
る
。（
レ
ー
ニ
ン
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』1914

）
綜
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
歴
史

の
試
練
に
堪
え
な
が
ら
今
日
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
の
も
っ
て
い
る
よ
さ
0

0

が
そ
の
結
び
つ
き
の



二
一
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章　

近
世

中
で
活
か
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
っ
て＊

、
そ
れ
を
単
な
る
「
わ
く
」
の
よ
う
な
形
で
公
式
化
す
る
こ
と
は
、
そ

の
な
ま
な
ま
し
い
生
命
を
失
わ
さ
せ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
す
な
わ
ち
「
マ
ル
ク
ス
自
身
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ

か
え
れ
！
」
の
叫
び
が
お
こ
っ
て
く
る
ゆ
え
ん
で
あ
る＊
＊。

＊　
「
具
体
的
全
体
を
そ
の
諸
要
素
か
ら
叙
述
す
る
こ
と
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
に
従
え
ば
、
唯
一
の
科
学
的
方
法
で
あ
る
。」（
ル
フ
ェ
ー

ヴ
ル
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
）

＊
＊　
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
わ
が
国
に
輸
出
し
た
の
は
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
に
結
成
さ
れ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
（C

om
m

unist 

Intenational=C
om

intern
）
で
あ
り
、
特
に
一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
日
本
共
産
党
が
成
立
し
て
以
来
、
わ
が
国
に
お
い
て

マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
活
動
と
不
可
分
の
も
の
と
な
っ
た
」
と
い
う
歴
史
的
事
情
も
、
い
ち
お
う
念
頭
に
お
い

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。（
猪
木
正
道
「
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
」
―
―
社
会
思
想
研
究
会
編
『
社
会
思
想
史
十
講
』
二
七
一
頁
）

さ
ら
に
ソ
ビ
エ
ト
自
体
に
お
い
て
、
内
外
政
策
の
変
化
に
伴
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
方
も
う
つ
り
変
っ
て
い
る
事
実
を
見

の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
に
は
社
会
主
義
の
必
然
性
を
説
く
決
定
論
が
強
調
さ
れ
る
か
と
思
え
ば
、
や
が

て
党
の
活
動
を
重
視
す
る
主
意
論
が
前
面
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
亜
流
た
ち
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
・
い

っ
さ
い
の
い
わ
ゆ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
離
れ
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
ど
う
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
な
ま
の
資
料
に
も

と
ず
い
て
虚
心
坦
懐
に
よ
く
味
お
う
と
す
る
「
原
始
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
態
度
に
、
積
極
的
な
意
義
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。（
右

掲
書
二
七
三
―
二
七
七
頁
）

　

も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
ス
自
身
晩
年
に
は
も
っ
ぱ
ら
経
済
学
の
畑
に
没
頭
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
親
近
者
の

伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
経
済
法
則
と
そ
の
発
展
を
研
究
す
る
こ
と
は
、「
マ
ル
ク
ス
本
来
の
関
心
か
ら
は
全
く
か
け
離
れ
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た
課
題
」（eine A

ufgabe, die seinen ursprünglichen Interessen ganz fern lag

）
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
も
っ
と
自
分

を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
対
象
」
に
も
う
一
度
う
ち
込
み
た
い
、
と
つ
ね
に
切
望
し
て
い
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の

き
び
し
い
使
命
感
は
、
心
中
ひ
そ
か
に
い
だ
い
て
い
た
個
人
的
な
念
願
を
背
後
へ
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
郷

愁
の
内
容
を
解
き
明
か
す
も
の
は
、「
初
期
の
マ
ル
ク
ス
」
で
あ
ろ
う
。（K

arl M
arx: D

ie Frühschriften, hrsg. v. Siegfried 

Landshut, 1953; Einleitung

）i i

そ
し
て
そ
れ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
―
―
少
な
く
と
も
マ
ル
ク
ス
自
身
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
―
―

正
し
い
理
解
に
無
縁
の
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
八
三
五
年
十
七
歳
で
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
（
七
年
制
高
等
学
校
）
を
卒
業
す
る
際
に
マ
ル
ク
ス
が
書
い
た
作
文
『
職
業
の
選
択

に
あ
た
っ
て
の
一
青
年
の
考
察
』
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

動
物
に
対
し
て
は
、
自
然
そ
の
も
の
が
―
―
そ
の
中
で
動
物
が
動
き
廻
る
べ
き
―
―
活
動
範
囲
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
動
物
は
そ
の
範
囲
を
超
え
よ
う
と
も
せ
ず
、
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
活
動
範
囲
が
あ
ろ
う
な
ど
と
は
気
づ
く
こ
と
も
な
し

に
、
自
分
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
を
静
か
に
全
う
し
て
い
る
。
人
間
に
対
し
て
も
ま
た
、
神
は
―
―
人
類
な
ら
び
に
自
分
自

身
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
―
―
一
般
的
な
目
標
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
達
成
し
得
る
手
段
を
探
し
出
す

こ
と
を
、
神
は
人
間
自
身
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
に
最
も
適
し
た
立
場
―
―
そ
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
自
分
自
身
な
ら
び
に
社
会
を
最
も
よ
く
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
立
場
―
―
を
社
会
に
お
い
て
選
択
す
る
こ
と

を
、
神
は
人
間
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
選
択
は
他
の
も
ろ
も
ろ
の
被
造
物
に
ま
さ
る
一
つ
の
大
き
な
特
権
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
人
間
の
一

i　

初
期
の
マ
ル
ク
ス
の
宣
言
ま
で
の
著
述
を
集
め
た
も
の
。
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近
世

生
を
否
定
し
・
そ
の
す
べ
て
の
計
画
を
水
の
あ
わ
と
化
し
・
人
間
を
不
幸
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
行
為
で
も
あ
る
。

こ
の
選
択
を
し
ん
け
ん
に
考
慮
す
る
こ
と
は
、
従
っ
て
、
人
生
の
門
出
に
立
つ
青
年
―
―
自
分
の
最
も
重
要
な
事
柄
を
偶

然
に
ま
か
せ
よ
う
と
は
し
な
い
青
年
―
―
の
第
一
の
義
務
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
展
開
さ
れ
た
高
校
生
マ
ル
ク
ス
の
作
文
は
、
十
七
歳
の
青
年
が
書
い
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
豊

か
な
・
し
か
も
筋
道
の
と
お
っ
た
思
索
の
あ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
発
想
法
が
「
動
物
」
が
生
き
る
こ
と
と
「
人

間
」
が
生
き
る
こ
と
と
の
違
い
を
手
が
か
り
と
し
て
、
人
間
の
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
追
究
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ

と
に
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
つ
ね
に
そ
れ
を
基
本
線
と
し
て
成
長
・

発
展
し
て
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
作
文
は
、
そ
の
最
後
を
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
人
類
の
た
め
に
最
も
よ
く
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
地
位
を
選
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合

に
は
い
か
な
る
重
荷
も
わ
れ
わ
れ
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
重
荷
は
す
べ
て
の
人
々
の
た
め

の
犠
牲
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
貧
弱
な
・
狭
小
な
・
利
己
的
な
喜
び
を
楽
し
む

の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
幸
福
は
百
万
大
衆
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
―
―
静
か
に
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
永
遠
に
働
き
な
が
ら
―
―
末
永
く
生
き
続
け
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
遺
体
は
、
け
だ
か
い
人
々
の
熱
い
涙
に
よ
っ
て

う
る
お
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
た
作
文
の
中
に
、
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
純
真
な
理
想
主
義
者
と
し
て
の
青
年
マ

ル
ク
ス
の
姿
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
従
来
一
部
の
人
々
は
、
マ
ル
ク
ス
が
右
の
作
文
の
中
で
「
社
会
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の

境
遇
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
決
定
し
得
る
前
に
、
い
く
ら
か
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
、」（
…
…;i unsere Verhältnisse in der 
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マ
ル
キ
シ
ズ
ム

G
esellschaft haben einigerm

assen schon begonnen, ehe w
ir sie zu bestim

m
enen im

 Stande sind.

）
と
述
べ
て
い
る
箇
所

を
と
り
出
し
て
、
後
年
の
唯
物
史
観
的
な
考
え
方
の
芽
ば
え
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た＊

。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
身
辺
の
諸
事
情
が
環
境
に
よ
っ
て
或
る
程
度
規
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
位
は
、
多
少
と
も
啓
蒙
主

義
の
洗
礼
を
受
け
た
者
の
場
合
に
は
、
格
別
と
り
た
て
て
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
個
々
の
字
句
で
は

な
く
、
こ
の
作
文
を
書
い
た
当
時
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
傾
向
全
体
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
素
直
に
理
想
主
義
に
燃
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

精
神
0

0

を
読
み
と
る
方
が
、
は
る
か
に
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
事
実
ま
た
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
あ
ま
り
後
の

父
あ
て
の
手
紙
（
一
八
三
七
・
一
一
・
一
〇
）
の
中
で
、
ベ
ル
リ
ン
へ
移
っ
た
当
初
、
ま
ず
叙
情
詩
に
心
を
ひ
か
れ
た
こ
と
を
告

げ
て
、「
し
か
し
私
の
立
場
と
今
ま
で
の
す
べ
て
の
い
き
さ
つ
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
、そ
の
叙
情
詩
は
純
粋
に
理
想
主
義
的
（rein 

idealistisch

）
な
も
の
で
し
た
、」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

い
わ
ゆ
る
Ｍ
・
Ｅ
・
Ｇ
・
Ａ
（
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
）
の
刊
行
者
で
あ
り
ま
た
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
研
究
所
長

で
も
あ
っ
た
リ
ャ
ザ
ノ
フ
で
さ
え
、そ
の
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
伝
』（1923

）
の
中
で
、右
の
作
文
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、「
人

間
は
―
―
彼
の
選
択
を
予
め
決
定
す
る
―
―
環
境
の
中
へ
生
ま
れ
お
ち
る
の
で
あ
る
か
ら
、
職
業
の
自
由
選
択
な
ど
は
あ
り
得
な

い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
唯
物
史
観
の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
、
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
学
位
論
文
『
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
自
然
哲
学
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
自
然
哲
学
の
差
異

に
つ
い
て
』（1841

）＊

の
献
詞
の
中
で
、
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
を
「
そ
れ
の
み
が
真
実
の
言
葉
を
知
っ
て
い
る
・
確
信
の
深

い
・
太
陽
の
よ
う
に
明
か
る
い
・
あ
の
観
念
論
」（jener überzeugungstiefe, sonnenhelle Idealism

us, der allein das w
ahre 

W
ort kennt

）
と
い
う
ふ
う
に
ほ
め
た
た
え
、
更
に
序
言
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
「
巨
人
の
よ
う
な
思
索
家
」（der riesenhafte 
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近
世

D
enker

）
と
呼
ん
で
い
る
の
に
、
な
ん
の
不
思
議
も
な
い
。

＊　

学
位
論
文
に
お
い
て
示
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
流
儀
に
つ
い
て
、
メ
ー
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
―
―
マ
ル
ク
ス
の

飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
知
識
欲
は
、
彼
を
し
て
最
も
困
難
な
諸
問
題
に
い
や
応
な
し
に
い
き
な
り
着
手
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同

じ
よ
う
に
、
仮
借
の
な
い
彼
の
自
己
批
判
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
す
ば
や
く
結
末
を
つ
け
る
こ
と
を
妨
げ
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が

マ
ル
ク
ス
流

0

0

0

0

0

だ
っ
た
し
、
こ
の
流
儀
は
死
ぬ
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
。（M

ehring: K
arl M

ax, 1918; S. 28 f.

）

　

と
こ
ろ
が
同
じ
年
に
、
当
時
の
青
年
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Ludw

ig A
ndreas Feuerbach, 

1804-72

）
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』（D

as W
esen des C

hristentum
s, 1841

）
が
公
刊
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
書
物

は
、
第
一
部
「
宗
教
の
真
実
の
・
す
な
わ
ち
人
間
学
的
本
質
」（das w

ahre, d. i. anthropologische W
esen der R

eligion

）

と
、
第
二
部
「
宗
教
の
真
実
な
ら
ぬ
・
す
な
わ
ち
神
学
的
本
質
」（das unw

ahre, d. theologische W
esen der R

eligion

）
と

か
ら
成
り
、
そ
れ
を
貫
く
根
本
的
な
見
解
は
「
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
、」（D

as G
eheim

nis der Theologie ist die 

A
nthropologie.

）
と
い
う
一
句
に
つ
き
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
本
質
と
も
い
う
べ
き

も
の
は
、
人
間
的
本
質
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
神
の
本
質

0

0

0

0

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
、
現
実
の
制
限
か
ら
離
れ
て

―
―
清
浄
な
彼
岸
に
―
―
独
立
の
対
象
と
し
て
直
観
さ
れ
・
崇
拝
さ
れ
た
人
間
の
本
質

0

0

0

0

0

以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、「
神
と
は
何
か
」
と
い
う
従
来
の
神
学
の
根
本
問
題
に
対
し
て
は
、「
神
と
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
い
と

も
簡
単
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
こ
そ
は
宗
教
の
端
初
で
あ
り
・
宗
教
の
中
心
点
で
あ
り
・
宗

教
の
終
局
な
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
が
宗
教
を
つ
く
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
が
人
間
を
つ
く
る
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
こ
う
な
れ
ば
、
ひ
と
は
全
く
重
大
な
転
換

0

0

0

0

0

を
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
―
―
彼
が
宗
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教
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
た
―
―
自
己
の
本
質
を
と
り
戻
す
た
め
に
、
天
上
の
世
界
か
ら
地
上
の
彼
自
身
に
復
帰
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
時
マ
ル
ク
ス
は
漸
く
学
究
と
し
て
―
―
し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
学
徒
と
し
て
―
―
ひ
と
り
立
ち

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
よ
う
に
主
張
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
導
か
れ
て
、
や
が
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理

念
の
世
界
か
ら
降
り
て
、
自
分
自
身
の
足
で
現
実
の
地
盤
の
上
に
立
ち
上
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
ス
（Fridrich Engels, 1820-95

）
は
後
年
そ
の
『
ル
ー
ト
ヴ
イ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学

の
終
結
』（1886

）
の
中
で
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
が
現
わ
れ
た
と
き
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
書
物
の
「
解
放
の
は
た
ら
き
」（die befreiende W

irkung

）
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
自
分
で
そ
れ
を
体
験

し
た
こ
と
の
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
、
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
感
激
は
一
般
的
で
あ
っ
た
、
―
―
わ

れ
わ
れ
は
す
べ
て
一
瞬
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
徒
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
ど
ん
な
に
熱
狂
的
に
こ
の
新
ら
し
い
見
解
を

迎
え
た
か
、
そ
し
て
彼
が
―
―
い
ろ
い
ろ
の
批
判
的
留
保
を
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
―
―
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
ど
ん
な

に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
か
は
、『
神
聖
家
族
』＊

（1844

）
を
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

＊　

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共
著
に
成
る
『
神
聖
家
族
、
別
名
、
批
判
的
批
判
の
批
判
』（D

ie H
eilige Fam

ilie, oder K
ritik 

der kritischen K
ritik

）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
そ
も
そ
も
誰
が
あ
の
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〕「
体
系
」
の
秘
密
を
暴
露
し
た
の
か
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
る
。
誰
が
概
念
の
弁

証
法
を
、―
―
哲
学
者
だ
け
が
知
っ
て
い
た
神
々
の
戦
争（G

ötterkrieg

）を
、―
―
絶
滅
し
た
の
か
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
る
。

誰
が
、
な
る
ほ
ど
「
人
間
の
意
義
」（die B

edeutung des M
enschen

）
で
は
な
い
が
、
―
―
人
間
の
意
義
な
ど
と
い
う
と
、
ま
る

で
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
意
義
（die B

edeutung, dass er M
ensch ist

）
の
ほ
か
に
、
ま
だ
別
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
よ
う
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で
は
な
い
か
！
―
―
し
か
し
、
と
に
か
く
「
人
間
」
と
い
う
も
の
を
、
誰
が
古
い
ボ
ロ
く
ず
や
ま
た
「
無
限
な
自
己
意
識
」
の
代

り
に
す
え
た
の
か
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
る
。
そ
し
て
た
だ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
だ
け
で
あ
る
。」（V

I. K
apitel, 2. a.

）

　

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
い
つ
ま
で
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
、
す
な

わ
ち
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
根
本
的
な
不
満
を
、
実
に
簡
明
な
形
で
述
べ
て
い
る
の
が
、
一
八
四
五
年
三

月
頃
に
執
筆
さ
れ
た
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
十
一
の
テ
ー
ゼ
』
で
あ
る
。
そ
の
六
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
宗
教
的
本
質
を
人
間
的
本
質

0

0

0

0

0

に
解
消
さ
せ
る
。
し
か
し
人
間
的
本
質
は
、
決
し
て
個
々
の
個
人
に

内
在
す
る
抽
象
体
で
は
な
い
（kein dem

 einzelnen Individuum
 inw

ohnendes A
bstraktum

）。
そ
の
現
実
の
姿
に
お
い

て
は
、
人
間
的
本
質
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
（das ensem

ble der gesellschaftlichen Verhältnisse

）
で
あ
る
。
こ
の

現
実
的
存
在
の
批
判
に
立
ち
入
ら
な
い
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
れ
故
に
や
む
を
得
ず

（
一
）　

歴
史
的
経
過
を
度
外
視
し
て
、
宗
教
的
情
操
を
そ
れ
だ
け
で
固
定
さ
せ
、
そ
し
て
抽
象
的
に
―
―
孤
立
さ
せ
ら
れ

0

0

0

0

0

0

た0

形
の
―
―
人
間
的
個
体
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
二
）　

従
っ
て
本
質
は
た
だ
「
類
」
と
し
て
、
内
的
な
・
も
の
い
わ
ぬ
・
多
数
の
個
人
を
お
の
ず
か
ら
結
合
す
る
普
遍
性

と
し
て
（als G

attung, als innere, stum
m

e, die vielen Individuen natürlich verbindende A
llgem

einheit

）、
と
ら
え

ら
れ
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
人
間
を
実
践
的
に
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
う
マ
ル
ク
ス
は
、
九
お
よ
び
一
〇

に
お
い
て
、
そ
の
立
場
の
ち
が
い
を
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
明
言
し
て
い
る
。

直
観
的
唯
物
論
（der anschauende M

aterialism
us

）
す
な
わ
ち
感
性
を
実
践
的
活
動
と
し
て
と
ら
え
な
い
唯
物
論
の
到
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達
す
る
と
こ
ろ
は
、
せ
い
ぜ
い
、
個
々
の
個
人
お
よ
び
市
民
社
会
の
直
観
で
あ
る
。（
九
）

古
い
唯
物
論

0

0

0

0

0

の
立
場
は
市
民
社
会
で
あ
り
、
新
ら
し
い
唯
物
論

0

0

0

0

0

0

0

の
立
場
は
人
間
的
社
会
あ
る
い
は
社
会
的
人
間
（die 

m
enschliche G

esellschaft oder die gesellschaftliche M
enschheit

）
で
あ
る
。（
一
〇
）＊

＊　

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
終
末
』（1866

）
の
刊
行
者
ヘ
ル
マ
ン
・

ド
ゥ
ン
ケ
ル
は
、
そ
の
刊
行
者
の
序
言
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
四
六
年
十
月
半
頃

の
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
マ
ル
ク
ス
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
の
比
較
的
良
い
抜
粋
が
な
さ
れ
て
以
後
、
二

人
の
間
の
往
復
書
簡
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
名
前
が
ほ
と
ん
ど
全
く
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
事
実
を
あ
げ
て
、
ド
ゥ
ン

ケ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、彼
が
一
八
四
三
年
〔『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』

に
お
い
て
〕
到
達
し
た
点
に
、
ほ
ぼ
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、
は
る
か
に
彼
を
越
え
て

進
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。〔
か
く
し
て
〕
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、ま
さ
し
く
彼
を
「
片
付
け
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
、と
。

　

実
際
ま
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
、
右
に
あ
げ
た
著
作
の
一
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―

―
一
八
四
八
年
の
革
命
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
片
付
け
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
無
遠
慮
に
哲
学
全
体
を
片
付
け

て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
、フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
も
ま
た
、時
代
の
彼
方
に
押
し
の
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、

と
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
過
程
を
経
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
共
に
の
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
新
ら
し
い
唯
物
論
」
を
う
ち
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新
ら
し
い
唯
物
論
の
立
場
が
人
間
的
社
会

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
社
会
的
人
間

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
は
単
な
る
唯
物
論
で
は
な
い
。
従
来
の
単
な
る
唯
物
論
が
、
一
応
出
来
上
っ
た
物

0

0

0

0

0

0

0

0

の
離
合

集
散
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
―
―
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
共
に
―
―
「
発
展

に
関
す
る
最
も
全
面
的
な
・
内
容
に
富
ん
だ
・
深
刻
な
学
説
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
」
を
学
び
と
っ
て
、
物
質
を
既
成

の
形
に
お
い
て
で
は
な
く
、
絶
え
ま
な
く
発
展
す
る
物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
も
そ
も
「
弁
証
法
哲
学
の
前
に
は
、
究
極
的
な

も
の
・
絶
対
的
な
も
の
・
神
聖
な
も
の
は
、
何
も
の
も
成
立
し
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
に
つ
い
て
、
ま
た
す
べ
て
に
お
い
て
、

可
変
性
を
示
し
、
そ
し
て
そ
れ
の
前
に
は
生
成
と
消
滅
、
低
い
と
こ
ろ
か
ら
高
い
と
こ
ろ
へ
向
う
無
限
の
上
昇
の
と
ぎ
れ
る
こ

と
の
な
い
過
程
以
外
の
何
も
の
も
成
立
せ
ず
、
こ
の
哲
学
そ
の
も
の
が
、
思
考
す
る
脳
髄
の
中
で
の
こ
の
よ
う
な
過
程
の
単
な

る
反
映
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
レ
ー
ニ
ン
『
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
学
説
』）
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
弁
証
法
の
立

場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
―
―
単
な
る
唯
物
論
で
は
な
く
し
て
―
―
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
で
あ
る
、

と
称
せ
ら
れ
る＊

。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
弁
証
法
的
唯
物
論
に
お
い
て
、
人
間
が
「
自
然
物
」（N

aturw
esen

）
で
あ
る
と
呼
ば

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

ソ
ビ
エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
『
世
界
哲
学
史
』
第
Ｖ
巻
（
七
―
八
頁
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

誤
っ
た
観
念
論
的
基
礎
の
上
に
で
は
あ
る
が
、
弁
証
法
的
世
界
観
の
体
系
・
弁
証
法
的
方
法
・
弁
証
法
的
論
理
学
の
創
造
の
歴

史
上
最
初
の
こ
こ
ろ
み
は
、
本
質
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
属
す
る
。
…
…
弁
証
法
的
唯
物
論
の
創
始
者
た
ち
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
的
方
法
を
高
く
評
価
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
弁
証
法
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
で
こ
う
む
っ
て
い
る

神
秘
化
は
、
彼
が
弁
証
法
の
一
般
的
な
運
動
諸
形
態
を
は
じ
め
て
包
括
的
か
つ
意
識
的
な
仕
方
で
叙
述
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
け

っ
し
て
妨
げ
な
い
。
弁
証
法
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
逆
立
ち

0

0

0

し
て
い
る
。
ひ
と
は
、
合
理
的
核
心
を
神
秘
的
外
被
の
う
ち
に
発
見
す
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キ
シ
ズ
ム

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、」

と
。
こ
の
課
題
は
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
解
決
さ
れ
た
。

　

自
然
の
一
部
と
し
て
―
―
自
然
の
中
で
―
―
生
き
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
人
間
は
動
物
と
少
し
も
異
な
る
と
こ
ろ

が
な
い
筈
で
あ
る
。
た
だ
違
う
点
は
、
動
物
は
渇
け
ば
飲
み
・
飢
え
れ
ば
食
う
と
い
う
ふ
う
に
、
自
己
と
生
命
活
動
が
直
接
一

体
を
な
し
て
、
生
命
活
動
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
「
自
己
」
と
い
う
も
の
が
な
い
の
に
反
し
て
、
人
間
は
自
己
の
生
命
活
動
そ
の

も
の
を
欲
求
と
意
識
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。（
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
』1844

）＊

「
蜘

蛛
は
織
匠
の
そ
れ
に
似
た
作
業
を
し
、
蜜
蜂
は
そ
の
蝋
房
の
構
造
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
間
の
建
築
師
を
顔
色
な
か
ら
し
め
る
。

し
か
し
、
最
悪
の
建
築
師
と
い
え
ど
も
、
も
と
よ
り
最
良
の
蜜
蜂
に
ま
さ
る
と
な
す
も
の
は
、
建
築
師
が
蜜
房
を
蝋
で
築
く
前

に
、
す
で
に
頭
の
中
に
そ
れ
を
築
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
過
程
の
終
り
に
は
、
そ
の
初
め
に
す
で
に
労
働
者

の
表
象
と
し
て
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
観
念
的
に
は
存
在
し
て
い
た
結
果
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
然
的
な
も

の
の
形
態
の
変
化
の
み
を
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
自
然
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
同
時
に
彼
の
目
的
を
実
現
す
る
の
で

あ
る
。」（
向
坂
逸
郎
訳
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
分
冊
六
六
頁
【
第
五
章
第
一
節
「
労
働
過
程
」】）
こ
う
い
う
わ
け
で
、
人
間
は
単
な

る
受
身
の
存
在
（leidendes W

esen

）
で
は
な
く
し
て
、
自
覚
的
に
は
た
ら
き
か
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
マ

ル
ク
ス
は
「
人
間
的
自
然
物
」（m

enschliches N
aturw

esen
）
を
単
な
る
「
自
然
物
」
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
。（M

. E. G
. 

A
. I. 3. S. 162.

）
し
か
も
、
そ
の
は
た
ら
き
か
け
は
決
し
て
主
体
か
ら
客
体
へ
の
一
方
的
な
は
た
ら
き
か
け
だ
け
で
お
わ
る
も

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
木
材
に
加
工
し
て
机
を
つ
く
る
こ
と
は
、
木
材
に
「
机
」
と
い
う
人
間
的
な
意
味
を
与
え
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
客
体
を
人
間
化
し
・
主
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
つ
く
ら
れ
た
そ
の
木
工
品
に
そ
れ
を
つ
く
っ
た
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人
間
の
在
り
方
の
一
部
が
反
映
さ
れ
実
現
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
主
体
の
客
体
化
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
―

―
労
働
を
通
し
て
―
―
自
己
を
客
体
化
し
・
自
然
を
人
間
化
す
る
の
で
あ
る
。
実
に
労
働
こ
そ
は
、
人
間
が
「
対
自
的
に
な
る

こ
と
」（Fürsichw

erden

）
で
あ
り
、
何
も
の
に
も
ま
し
て
人
間
の
本
質
に
属
す
る
も
の
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

大
学
教
授
と
し
て
の
コ
ー
ス
に
望
を
絶
っ
た
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
を
し
て
「
ラ
イ
ン
新
聞
」
の
記
者
と
し
て
い
や
応
な
し
に
社

会
評
論
に
筆
を
振
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
必
然
的
に
、
哲
学
の
畑
か
ら
次
第
に
経
済
学
の
畑
へ
と
移
行
さ
せ
る

こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
リ
ャ
ザ
ノ
フ
の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
Ｍ
・
Ｅ
・
Ｇ
・
Ａ
に
お
さ
め
ら
れ
た
『
経
済
学
と

哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
』（Ö

konom
isch-philosophische M

anuskripte

）
は
、
そ
の
途
上
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
綜
合
的
見
地

か
ら
具
体
的
な
人
間
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
独
特
の
持
ち
味
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ソ
連
の
公
的
見
解
と
し
て
は
、
右
の
『
手
稿
』
に
対
し
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
歴
史
的
形
成
過
程
に
お

け
る
道
標
」
と
し
て
の
意
義
は
い
ち
お
う
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
こ
で
は
史
的
唯
物
論
と
科
学
的
社
会
主
義
の
諸
命
題
が
、「
成
熟

し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
術
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（
ソ
ビ

エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
『
世
界
哲
学
史
』
第
Ｖ
巻
四
一
―
四
二
頁
）

＊
＊　

一
八
七
六
年
に
書
か
れ
・
一
八
九
六
年
に
初
め
て
公
表
さ
れ
た
『
猿
が
人
間
に
な
る
際
の
労
働
の
役
割
』
の
中
で
、
エ
ン
ゲ

ル
ス
も
ま
た
、
労
働
が
人
間
を
つ
く
り
出
し
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
形
で
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
動
物
か
ら
区

別
す
る
す
べ
て
の
特
殊
性
―
―
手
や
、
音
節
を
区
切
っ
て
も
の
を
い
う
こ
と
、
等
々
―
―
は
労
働
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
。（
右
掲
書
二
〇
九
頁
）
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こ
う
い
う
わ
け
で
、
人
間
は
た
だ
困
窮
と
欲
望
と
か
ら
だ
け
で
労
働
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
人
間
の
真
面
目
を
発
揮

す
る
た
め
に
も
労
働
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
ど
の
程
度
ま
で
人
間
に
と
っ
て
人
間
的
本
質
が
自
然
に
な
っ
て
い

る
か
、
或
は
ど
の
程
度
ま
で
自
然
が
人
間
の
人
間
的
本
質
に
な
っ
て
い
る
か
」
に
よ
っ
て
、
人
間
の
全
形
成
段
階
（die ganze 

B
ildungsstufe des M

enschen

）
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
』
の
第

三
手
稿
の
中
で
、
右
の
よ
う
な
立
場
は
「
人
間
に
よ
っ
て
貫
き
通
さ
れ
た
自
然
主
義
（der durchgeführte N

aturalism
us der 

M
enschen

）
で
あ
り
、
ま
た
自
然
に
よ
っ
て
貫
き
通
さ
れ
た
人
間
主
義
（der durchgeführte H

um
anism

us der N
atur

）
で

あ
る
」
と
特
色
づ
け
、
更
に
こ
の
「
徹
底
し
た
自
然
主
義
あ
る
い
は
人
間
主
義
」（der durchgeführte N

aturalism
us oder 

H
um

anism
us

）
が
、
単
な
る
観
念
論

0

0

0

あ
る
い
は
単
な
る
唯
物
論

0

0

0

と
も
ち
が
っ
て
、
こ
れ
ら
両
者
を
合
一
す
る
真
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ihre 
beide vereinigende W

ahrheit

）
で
あ
る
こ
と
を
、
第
三
手
稿
最
後
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
な
ら
び
に
哲
学
一
般
の
批
判
」

の
中
で
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
―
―
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
―
―
私
有
財
産
に
人
間
の
方
が
奉
仕
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
労
働
の
実
行
（die 

Verw
irklichung der A

rbeit

）
が
人
間
の
実
現
に
は
な
ら
な
い
で
、
―
―
労
働
の
「
商
品
化
」
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

―
―
む
し
ろ
反
対
に
労
働
者
の
非
実
現
（die Entw

irklichung des A
rbeiters

）
に
な
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
は
労
働
し
て
い

る
と
き
に
は
自
己
の
そ
と
に

0

0

0

0

0

0

（ausser sich

）
あ
る
と
感
じ
、
労
働
し
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
自
己
の
も
と
に

0

0

0

0

0

0

（bei sich

）
あ

る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。（
第
一
手
稿
・
第
二
手
稿
）
換
言
す
れ
ば
、
労
働
者
は
「
自
分
の
労
働
に
お
い
て
肯
定
せ
ら
れ
ず

に
否
定
せ
ら
れ
、
幸
福
を
感
ぜ
ず
し
て
不
幸
を
感
じ
る
。」
か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
は
「
人
間
に
よ
る
・
そ
し
て
人
間
の
た
め

の
、
人
間
的
本
質
の
現
実
的
獲
得
と
し
て
の
共
産
主
義
」（der K

om
m

unism
us als w

irkliche A
neignung des m

enschlichen 
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W
esens durch und für den M

enschen

）、
あ
る
い
は
ま
た
「
社
会
的
な
・
す
な
わ
ち
人
間
的
な
人
間
と
し
て
の
人
間
の
完
全

な
…
…
自
己
還
帰
と
し
て
の
共
産
主
義
」（der K

om
m

unism
us als vollständige

…
…R

ückehr des M
enschen für sich als 

eines gesellschaftlichen, d. h. m
enschlichen M

enschen

）
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。（
第
三
手
稿
）＊

＊　

マ
ル
ク
ス
が
パ
リ
で
時
代
の
闘
争
と
願
望
を
フ
ラ
ン
ス
革
命

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
エ
ン
ゲ

ル
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
産
業

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
別
々
の
色
ど
り
を
見

せ
な
が
ら
も
、
二
人
の
間
に
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
思
想
が
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
興
味
あ
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
、
人
間
が
自
分
自
身
持
前
の
力
を
社
会
的
な
力
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
類
的
存
在

0

0

0

0

と
な
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め

で
人
間
の
解
放
は
完
成
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
認
識
に
マ
ル
ク
ス
が
達
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
い

う
の
で
あ
る
。
―
―
類
的
意
識

0

0

0

0

を
も
た
な
い
バ
ラ
バ
ラ
の
ア
ト
ム
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
意
識
的
に
生
産
せ
よ
、
そ
う

す
れ
ば
君
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
人
為
的
な
・
維
持
し
が
た
い
対
立
を
の
り
越
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

　

も
っ
と
も
、
人
間
が
「
類
的
存
在
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
い
よ
い
よ
人
間
ら
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

人
間
が
人
間
ら
し
さ
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
い
か
に
「
人
間
」
と
い

う
も
の
を
重
要
視
し
て
い
る
か
は
、『
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
』
の
第
一
手
稿
の
中
で
、
国
民
経
済
学
を
次
の
よ
う
な

角
度
か
ら
非
難
し
て
い
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
―
―
「
国
民
経
済
学
は
、
労
働
者
を
労
働
し
て
い
な
い
時
間
に
お
い
て
・

す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
は
（in seiner arbeitslosen Zeit, als M

ensch

）
考
察
し
な
い
で
、
か
よ
う
な
考
察
を
刑
事
裁
判
・
医
師
・

宗
教
・
統
計
表
・
政
治
・
乞
食
係
の
警
官
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

　

こ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
な
論
述
が
、第
二
手
稿
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
―
―
「
国
民
経
済
学
は
、就
労
し
て
い
な
い
労
働
者
・

労
働
関
係
の
外
に
い
る
労
働
人
間
（A

rbeitsm
ensch

）
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
。
盗
賊
・
詐
欺
師
・
乞
食
・
失
業
者
・
飢
餓
に
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苦
し
む
労
働
人
間
・
窮
乏
し
て
罪
を
犯
し
か
ね
な
い
労
働
人
間
、
―
―
こ
れ
ら
は
国
民
経
済
学
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
人
間
の

姿
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
医
師
・
裁
判
官
・
死
体
埋
葬
人
・
乞
食
監
視
巡
査
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
全
く
別
な
人
々
の
眼
に
だ
け

映
じ
る
人
間
で
あ
る
。
い
わ
ば
国
民
経
済
学
の
王
国
の
外
に
あ
る
幽
霊
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
が
、
単
な
る
観
念
論
・
単
な
る
唯
物
論
と
も
ち
が
っ
た
・
む
し
ろ
両
者
を
合
一
す
る

真
理
と
し
て
の
「
自
然
主
義
即
人
間
主
義
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
と
称
せ
ら
れ
る
も

の
の
受
け
と
り
方
に
つ
い
て
も
、
お
の
ず
か
ら
窮
屈
な
「
わ
く
」
か
ら
の
脱
皮
が
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
周

知
の
よ
う
に
『
経
済
学
批
判
』（1859

）
の
序
言
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
の
研
究
に
と
っ
て
導
き
の
糸
と
な
っ
た
一
般
的
結
論
は
、
簡
単
に
次
の
よ
う
に
方
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
は
そ
の
生
活
資
料
を
社
会
的
に
生
産
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
定
の
必
然
的
な
―
―
す
な
わ
ち
自
己
の
意
志
か
ら
独
立

し
た
―
―
関
係
を
受
容
す
る
。
こ
の
関
係
と
い
う
の
は
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
物
質
的
生
産
力
の
一
定
の
発
展
段
階
に
照

応
す
る
と
こ
ろ
の
生
産
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。こ
の
生
産
関
係
の
総
体
が
社
会
の
経
済
的
構
造
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、

法
律
的
お
よ
び
政
治
的
な
上
部
構
造
（Ü

berbau
）
が
そ
の
上
に
そ
び
え
立
つ
現
実
的
な
土
台
（die reale B

asis

）
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
一
定
の
社
会
的
意
識
形
態
が
照
応
す
る
。
物
質
的
生
活
の
生
産
様
式
は
、
社
会
的
・
政

治
的
・
精
神
的
な
生
活
過
程
一
般
を
制
約
す
る
。
人
間
の
存
在
を
規
定
す
る
の
は
、
人
間
の
意
識
で
は
な
く
し
て
、
逆
に
、

人
間
の
意
識
を
規
定
す
る
の
が
人
間
の
社
会
的
存
在
な
の
で
あ
る
。〔
人
間
の
意
識
が
人
間
の
存
在
を
規
定
す
る
の
で
は

な
く
し
て
、
逆
に
、
人
間
の
社
会
的
存
在
が
人
間
の
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。〕
と
こ
ろ
で
、
社
会
の
物
質
的
生
産

力
は
、
そ
の
発
展
の
或
る
段
階
に
お
い
て
、
現
存
の
生
産
関
係

0

0

0

0

と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
の
法
律
的
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近
世

表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
―
―
こ
れ
ま
で
生
産
力
が
そ
の
中
で
動
か
さ
れ
て
来
た
―
―
所
有
関
係

0

0

0

0

と
矛
盾
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
生
産
関
係
・
所
有
関
係
は
、
生
産
力
の
発
展
形
態
〔
＝
発
展
を
た
す
け
る
形
態
〕＊

で
あ
っ
た
状
態
か
ら
そ
の
桎
梏
に
急
変
す
る
。
そ
の
と
き
に
社
会
革
命
の
時
代
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

＊　
「
生
産
関
係
が
生
産
力
の
発
展
を
た
す
け
る
の
は
、生
産
力
の
発
展
が
現
存
の
生
産
関
係
を
追
い
こ
す
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。」（『
世

界
哲
学
史
』
第
Ｖ
巻
二
六
〇
頁
）

　

右
の
叙
述
の
中
で
、「
意
識
が
存
在
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
逆
に
、
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
、」
と
い
う
箇
所
を

従
来
単
な
る
一
方
的
規
定
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
、な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、そ
う
で
な
け
れ
ば
「
唯

物
論
」
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
単
な
る
一
方
的
規
定
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

な
ら
ば
、
―
―
も
と
も
と
双
方
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
合
い

0

0

0

0

0

0

0

0

・
す
な
わ
ち
対
話
（dialogos

）
的
構
造
を
骨
子
と
す
る
―
―
「
弁

証
法
」（dialektikē

）
を
、
唯
物
論
に
冠
し
て
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
を
呼
号
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
現
代
ソ
連

の
哲
学
界
の
中
心
人
物
で
あ
る
ミ
ー
チ
ン
は
、
右
の
よ
う
な
一
方
的
規
定
を
主
張
す
る
考
え
方
を
「
俗
流
唯
物
論
」
と
き
め
つ

け
て
、
そ
れ
と
闘
っ
て
い
る
こ
と
を
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の
で
あ
る＊

。
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
唯
物
史

観
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
共
に
、「
何
が
根
源
的
な
の
か
、
精
神
か
そ
れ
と
も
自
然

か
？
」
と
い
う
「
哲
学
の
最
高
の
問
題
」
に
対
し
て
、「
自
然
の
方
を
根
源
的

0

0

0

な
も
の
と
み
る
」
考
え
方
を
「
唯
物
論
」
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（『
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
終
結
』
第
二
節
）i i

＊　

ミ
ー
チ
ン
自
身
は
、
意
識
の
世
界
が
固
有
の
法
則
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
意
識
の
方
か
ら
存
在
に
は

i　

近
代
哲
学
の
最
高
の
問
題
は"denken"

か"sein"

「
思
惟
か
存
在
か
」
と
し
て
お
り
、「
精
神
か
自
然
か
」
は
、
そ
の
一
つ
の
派
生
型
と
見
え
る
。
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た
ら
き
か
け
る
面
の
あ
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
、
弁
証
法
思
想
の
本
筋
に
か
な

っ
た
も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
見
解
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
ソ
ビ
エ
ト
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
『
世
界
哲
学
史
』
第
Ｖ
巻
第
３
章
「
パ
リ
・
コ
ン
ミ

ュ
ー
ン
以
後
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
の
発
展
」
に
お
い
て
も
、「
物
質
的

な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
弁
証
法
的
相
互
作
用
」
と
い
う
こ
と
が
明
言
さ
れ
（
二
三
八
頁
）、
そ
の
趣
旨
が
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
―
―「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
容
を
規
定
す
る
経
済
的
土
台
に
、こ
の
内
容
を
直
接
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
社
会
の
経
済
的
構
造
を
反
映
す
る
と
同
時
に
、経
済
に
反
作
用
を
及
ぼ
す
、」
と
。（
二
一
九
頁
）
す
な
わ
ち
、「
エ

ン
ゲ
ル
ス
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
対
的
独
立
性
を
、
上
部
構
造
が
積
極
的
な
役
割
を
は
た
し
社
会
の
経
済
的
土
台
に
逆
影
響
を
お

よ
ぼ
す
原
因
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。（
二
二
一
頁
）『
世
界
哲
学
史
』
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
上
部
構
造
の
積

0

0

0

0

0

0

極
的
役
割

0

0

0

0

を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
な
い
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
偽
造
し
て
卑
俗
な
「
経
済
的
」
唯
物
論
で
す
り
か
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
（
二
二
一
―
二
二
二
頁
）、
い
っ
さ
い
の
上
部
構
造
的
現
象
を
経
済
的

土
台
か
ら
導
き
出
す
の
は
、
大
ま
ち
が
い
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
六
五
頁
）

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
上
部
構
造
の
積
極
的
役
割
を
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
台
頭
は
、
刑
事
責
任
に
関
す
る
基
本
原
則
の

移
り
変
わ
り
の
中
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
六
年
の
刑
法
は
、「
刑
罰
」
と
い
う
言
葉
を
全
く
排
除
し
て
、「
社
会

防
衛
処
分
」
と
い
う
言
葉
で
そ
れ
に
置
き
か
え
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
責
任
と
い
う
も
の
は
全
く
否
認
さ
れ

て
、
た
だ
社
会
的
に
危
険
な
者
を
刑
務
所
に
送
る
か
、
そ
れ
と
も
病
院
に
入
れ
る
か
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
一
九
三
八
年
の
裁
判
所
構
成
法
以
後
「
社
会
防
衛
処
分
」
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
刑
罰
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
五
八
年
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
最
高
会
議
の
「
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
お
よ
び
加
盟
共
和
国
の
刑
事
立
法
の
基
礎
」
に

お
い
て
は
、「
刑
事
責
任
お
よ
び
刑
罰
は
、
犯
罪
実
行
に
責
任
の
あ
る
者
・
す
な
わ
ち
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
刑
法
に
規
定
さ
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近
世

れ
て
い
る
社
会
的
に
危
険
な
行
為
を
し
た
者
に
の
み
負
わ
さ
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
責
任
主
義
と
罪
刑
法
定
主
義
が
宣
言
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
義
務
お
よ
び
責
任
意
識
の
確
保
・
個
人
的
自
由
の
保
障
な
ど
が
、
刑
法
に
と
っ
て
本
質
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
い
ま
や
ソ
ビ
エ
ト
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。（
小
野
清
一
郎
『
法
律
思
想
史
概
説
』

一
九
七
―
二
〇
〇
頁
）

　

し
か
し
一
般
的
に
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
土
台
の
上
部
構
造
に
対
す
る
規
定
の
面
を
ひ
た
す
ら
力
説
す
る
も
の
、
と
い
う
ふ
う

に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
一
八
九
〇
年
九
月
二
一
―
二
二
日
付
ブ
ロ
ッ

ホ
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
若
い
人
々
が
往
々
経
済
的
な
側
面
を
過
当
に
重
要
視
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
と
私
が
そ
の
責
め
の
一
部
を
お
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
論
敵
に
対
し
て
、
彼
ら
の
否
定

す
る
主
要
原
理
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
相
互
作
用
に
関
与
す
る
そ
の
他
の
要
因
に
、
そ
の
正
当
な
地
位

を
与
え
る
時
・
所
・
機
会
が
必
ず
し
も
つ
ね
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、」
と
。（『
世
界
哲
学
史
』
第
Ｖ
巻
二
六
五
頁
）

　

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
と
い
う
事
態
を
大
き
く
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
社
会
推
移
の
必
然
的

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
を
も
っ
て
空
想
に
お
き
替
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
唯
物
史
観
の
本
質
が
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
レ
ー
ニ
ン
（N

ikolai Lenin, 1870-1924

）
は
一
九
一
四
年
マ
ル
ク
ス
の
学
説
を
要

約
し
て
書
い
た
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』
と
題
す
る
書
物
の
「
唯
物
史
観
」
と
い
う
項
目
の
中
で
、
唯
物
史
観
を
従
来
の
歴
史

理
論
と
比
較
し
て
そ
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
唯
物
史
観
の
発
見
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
社
会

現
象
の
領
域
へ
唯
物
論
を
徹
底
的
に
延
長
し
お
し
ひ
ろ
げ
た
こ
と
は
、
従
来
の
歴
史
理
論
の
二
つ
の
主
要
な
欠
陥
を
除
い
た
。

す
な
わ
ち
第
一
に

0

0

0

、
従
来
の
理
論
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
人
間
の
歴
史
的
活
動
の
観
念
的
動
機
を
観
察
し
た
だ
け
で
、
こ
れ
ら
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の
動
機
を
よ
び
お
こ
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
研
究
せ
ず
、
従
っ
て
社
会
関
係
の
発
展
に
お
け
る
客
観
的
法
則
性
を
と
ら
え
な
か

っ
た
。
…
…
次
に
第
二
に

0

0

0

、
従
来
の
理
論
は
人
民
大
衆
の
行
動
を
包
括
し
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
史
的
唯
物
論
は
、
始
め
て
自

然
科
学
的
正
確
さ
を
も
っ
て
、
大
衆
の
社
会
的
生
活
条
件
と
そ
の
変
化
と
を
研
究
す
る
可
能
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
、」
と
。

　

か
く
し
て
、「
大
衆
の
社
会
的
生
活
条
件
と
そ
の
変
化
」
と
い
う
角
度
か
ら
人
類
の
歴
史
を
見
直
す
な
ら
ば
、
歴
史
全

体
の
姿
が
よ
ほ
ど
違
っ
た
形
で
浮
び
上
っ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
一
八
四
八
年
の
か
の
『
共
産
党
宣
言
』（M

anifest der 

kom
m

unistischen Partei
）
の
中
で
マ
ル
ク
ス
は
、「
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
社
会
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」
と

断
言
し＊

、
さ
ら
に
数
行
お
い
た
と
こ
ろ
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
封
建
社
会
の
没
落
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
近
代

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
、
階
級
対
立
を
廃
棄
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
た
だ
新
ら
し
い
階
級
・
新
ら
し
い
抑
圧
条
件
・
新
ら
し
い
闘

争
形
態
を
古
い
も
の
に
お
き
替
え
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
時
代

は
、
階
級
対
立
を
単
純
化
し
た
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
全
社
会
は
ま
す
ま
す
二
つ
の
大
き
な
敵
対
的
陣
営
に
、
す
な
わ

ち
た
が
い
に
直
接
対
立
す
る
二
大
階
級
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
資
本
家
階
級
）
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
（
無
産
者
階
級
）

に
分
裂
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
、」
と
。
し
か
し
現
実
の
社
会
に
は
、
資
本
家
で
も
無
産
者
で
も
な
い
・
中
間
的
な
も
の
が
多

数
存
在
す
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
階
級
史
観
」
は
、
こ
の
事
実
を
如
何
に
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
れ
は
階
級
闘
争
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
『
共
産
党
宣
言
』
は
、
少
し
先
き
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。「
こ
ん
に
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
立
し
て
い
る
階
級
の
う
ち
、
た
だ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
み
が
真
に
革

命
的
な
階
級
で
あ
る
。
他
の
諸
階
級
は
大
産
業
の
発
展
と
と
も
に
没
落
し
滅
亡
す
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
大
産
業
に
も

っ
と
も
特
有
な
産
物
で
あ
る
。
中
間
に
位
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
小
工
業
者
・
小
商
人
・
職
人
・
農
民
た
ち
も
ま
た
、
す
べ
て
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近
世

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
闘
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
中
間
に
位
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
の
生
存
を
滅
亡
か
ら
救
う
た
め

に
闘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
ら
は
革
命
的
で
は
な
く
保
守
的
で
あ
る
。
否
、
む
し
ろ
反
動
的
で
す
ら
も
あ
る
。

彼
ら
は
歴
史
の
歯
車
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
も
し
彼
ら
が
革
命
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
に
落
ち
込
み
か
け
て
い
る
こ
と
を
顧
慮
し
て
そ
う
な
る
の
で
あ
り
、
現
在
の
利
益
で
は
な
く
将
来
の
利
益
を
擁
護
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

＊　

一
八
八
三
年
マ
ル
ク
ス
が
な
く
な
っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
は
じ
め
て
ひ
と
り
で
署
名
し
て
い
る
一
八
八
三
年
ド
イ
ツ
語
版
へ
の

序
文
の
中
で
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
右
の
「
す
べ
て
の
社
会
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
命
題
に
、「
太
古

の
土
地
の
共
同
所
有
の
解
体
以
来
」
と
い
う
こ
と
わ
り
を
つ
け
加
え
、
さ
ら
に
一
八
八
八
年
英
語
版
へ
の
序
文
の
中
で
も
「
土
地

を
共
有
し
て
い
た
原
始
民
族
社
会
の
解
体
以
来
」、
ま
た
一
八
九
〇
年
ド
イ
ツ
語
版
へ
の
註
の
中
で
は
「
原
始
共
同
体
の
解
体
と

と
も
に
…
…
社
会
の
分
裂
が
は
じ
ま
る
」
と
い
う
ふ
う
に
補
足
を
つ
け
加
え
て
い
る
。

　

唯
物
史
観
が
資
本
主
義
社
会
の
分
析
に
お
い
て
確
に
鋭
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
何
人
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
た
だ
鋭
く
巧
妙
に
「
解
釈
」
す
る
こ
と
だ
け
で
事
が
終
っ
た
と
考
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
社
会
そ
の
も
の
を
「
変
革
」
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
『
共
産
党
宣
言
』
は
、
次
の
よ
う
な
呼
び
か
け
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。「
支
配
階
級
は
共
産
主
義
革
命
の
前
に

戦
慄
す
る
が
よ
い
。プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
こ
の
革
命
に
お
い
て
、〔
自
分
を
縛
る
〕鎖
よ
り
ほ
か
に
、失
う
べ
き
何
も
の
も
も
た
な
い
。

そ
し
て
彼
ら
は
、
獲
得
す
べ
き
全
世
界
を
も
っ
て
い
る
。
万
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
団
結
せ
よ
！
」
―
―
か
く
し
て
「
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
は
革
命
的
労
働
運
動
の
実
践
と
の
不
可
分
の
連
関
の
も
と
に
発
生
し
発
展
し
た
、」
の
で
あ
る
。（
広
島
定
吉
訳
ソ
連
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マ
ル
キ
シ
ズ
ム

邦
百
科
辞
典
版
『
弁
証
法
的
唯
物
論
』
一
二
〇
頁
）

　

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
活
躍
し
た
の
は
、ま
だ
革
命
へ
の
準
備
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
産
業
資
本
主
義
の
時
代
で
あ
り
、

資
本
主
義
が
後
進
諸
国
に
普
及
し
、
産
業
資
本
が
植
民
地
を
占
領
し
た
段
階
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
い
う
こ
と
は
、

直
接
の
実
践
的
課
題
と
し
て
は
ま
だ
日
程
に
上
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
晩
年
に
な
っ
て
、

資
本
主
義
の
経
済
や
政
治
に
深
刻
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
早
く
か
ら
株
式
会
社
の
発
達
に
注
目
し
、
資
本
主
義

的
独
占
の
発
達
途
上
に
お
い
て
株
式
会
社
の
演
じ
る
重
要
な
役
割
を
認
め
て
い
る
。
か
く
し
て
二
十
世
紀
の
初
頭
に
な
っ
て
―

―
産
業
資
本
主
義
に
代
っ
て
―
―
金
融
資
本
主
義
・
帝
国
主
義
の
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
、

労
働
運
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
そ
う
な
・
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
ら
び
に
半
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
見
解
と
の
激
し
い
闘
争

の
中
に
発
展
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
レ
ー
ニ
ン
は
そ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
歴
史
の
弁
証
法
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
そ
の
敵
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
装
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
心
か
ら
腐
敗
し
て
い
る
自
由
主
義

は
、
社
会
主
義
的
日
和
見
主
義
と
し
て
復
活
し
よ
う
と
し
て
い
る
、」
と
。
か
く
し
て
、
す
で
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
そ
の
晩
年
に

お
い
て
は
社
会
民
主
党
内
で
優
勢
と
な
っ
た
日
和
見
主
義
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
労
働
運
動
内
部

の
日
和
見
主
義
と
闘
う
た
め
に
そ
の
戦
術
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
使

命
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
（Josiph Staslin, 1879-1953
）
は
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
レ
ー
ニ
ン

主
義
と
は
、
一
般
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
理
論
と
戦
術
で
あ
り
、
と
り
わ
け
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
理
論
と
戦
術
で
あ

る
、」
と
。（
一
三
九
頁
―
一
四
一
頁
）

　

か
く
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
、「
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
時
代
（
一
八
八
九
年
以
後
）
の
あ
ら
ゆ
る
歪
曲
と
闘
い
な
が
ら
マ
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近
世

ル
キ
シ
ズ
ム
の
す
べ
て
の
構
成
部
分
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
唯
一
の
継
承
者
」
で
あ
り
、
ま
た
「
ロ
シ
ア

の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
中
で
マ
ル
ク
ス
主
義
世
界
観
の
詳
し
い
叙
述
を
与
え
た
最
初
の
人
で
あ
る
、」と
称
せ
ら
れ
る
。（
一
五
三

頁
―
一
五
四
頁
）
す
な
わ
ち
レ
ー
ニ
ン
は
、
そ
の
最
初
の
大
著
『
人
民
の
友
と
は
何
か
、
彼
ら
は
如
何
に
社
会
民
主
主
義
者
と

闘
う
か
』（1894
）
に
お
い
て
、
ナ
ロ
ド
ニ
キ
派
（
人
民
の
友
派
）
が
歴
史
の
決
定
的
起
動
力
を
傑
出
し
た
個
人
（
英
雄
）
に

求
め
た
の
に
真
向
か
ら
反
対
し
て
、
社
会
発
展
に
関
す
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
理
論
を
高
く
掲
げ
て
以
来
、
一
貫
し
た
革
命
的
立

場
を
守
り
通
し
、マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
い
わ
ゆ
る
「
流
行
哲
学
」
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
対
し
て
―
―
否
、

結
合
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
対
し
て
さ
え
―
―
断
乎
と
し
て
排
撃
的
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の

ま
す
ま
す
精
巧
な
偽
造
、
反
唯
物
論
的
学
説
に
よ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
ま
す
ま
す
精
巧
な
模
造
、
―
―
こ
れ
が
現
代
修
正
主
義

0

0

0

0

0

0

の
特
徴
で
あ
る
、」
と
レ
ー
ニ
ン
は
述
べ
て
い
る
。（
一
五
八
頁
）
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、い
わ
ゆ
る
「
新
物
理
学
」
の
登
場
は
、

唯
物
論
陣
営
に
対
し
て
も
深
刻
な
打
撃
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。「
現
代
物
理
学
の
危
機
の
本
質
は
、
旧
来
の
法
則
と

根
本
原
則
が
く
ず
れ
た
こ
と
、
意
識
の
外
に
あ
る
客
観
的
実
在
性
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
唯
物
論
に
代
う
る
に
観

念
論
と
不
可
知
論
と
を
も
っ
て
し
た
点
に
あ
る
」
こ
と
を
、
レ
ー
ニ
ン
は
認
め
て
い
る
。（
一
五
七
頁
―
一
五
八
頁
）

　

こ
う
し
た
歴
史
的
事
情
の
た
め
に
、
哲
学
お
よ
び
自
然
科
学
の
戦
線
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
闘
争
の
条
件
を
整
え
る

た
め
に
も
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
認
識
論
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
、
唯
物
弁
証
法
と
そ
の
範
疇
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
必
要
が

あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
・
自
然
科
学
の
領
域
に
お
け
る
新
発
見
に
関
連
し

て
、
物
質
の
具
体
的
本
質
に
対
す
る
弁
証
法
的
唯
物
論
の
見
解
を
再
検
討

0

0

0

す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

場
合
の
「
再
検
討
」
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
い
わ
ゆ
る
「
修
正
」
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
修
正
主
義
者
が
「
修
正
」
の
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名
の
も
と
に
唯
物
論
の
実
質
を
放
棄
す
る
よ
う
な
こ
と
ま
で
も
し
た
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
は
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

却
っ
て
こ
れ
を
確
証
す
る
新
ら
し
い
材
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
『
レ
ー
ニ
ン
主
義
の

基
礎
に
つ
い
て
』（1924

）
の
中
で
、
レ
ー
ニ
ン
が
弁
証
法
的
唯
物
論
の
発
展
の
上
に
も
た
ら
し
た
新
ら
し
い
も
の
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
レ
ー
ニ
ン
に
至
る
時
代
に
科
学
が
与
え
た
最
も
重
要
な
成
果
を
唯
物
論
哲

学
に
よ
っ
て
普
遍
化
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
間
に
ひ
ろ
ま
っ
た
反
唯
物
論
的
傾
向
を
全
面
的
に
批
判
す
る
と
い
う
・
極
め
て

重
大
な
課
題
の
遂
行
に
当
た
っ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
レ
ー
ニ
ン
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
唯
物
論
は
新
ら
し
い
大
発
見
ご
と
に
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
形
態
を
変
え
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
レ
ー
ニ
ン
そ
の
人
こ
そ
、
そ
の
有
名
な
著
書
『
唯
物

論
と
経
験
批
判
論
』（1909

）
に
お
い
て
、
こ
の
課
題
を
果
し
た
の
で
あ
る
。」（
一
六
〇
頁
）

　
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
に
お
い
て
レ
ー
ニ
ン
が
直
接
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
マ
ッ
ハ
主
義
の
正
体
を
曝
露
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
マ
ッ
ハ（Ernst M

ach, 1838-1916
）が
そ
の『
感
覚
の
分
析
』（D

ie A
nalyse der Em

pfindungen, 1886

）お
よ
び『
認

識
と
誤
謬
』（Erkenntnis und Irrtum

, 1905
）
な
ど
に
お
い
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
科
学
は
わ
れ
わ
れ
に
与

え
ら
れ
た
経
験
的
現
象
を
た
だ「
記
述
」す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、そ
の
使
用
す
る
概
念
や
法
則
は
、単
に「
思

惟
経
済
」
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
物
体
・
精
神
・
自
我
・
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
要
す

る
に
感
覚
の
「
複
合
」
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
の
要
素
的
感
覚
の
み
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
、
か
よ
う
な
考
え
方
は
バ
ー
ク
リ
（G

eorge B
erkeley, 1685-1753

）
の
主
観
的
観
念
論
と
異
な
る
と

こ
ろ
は
な
く
、
全
世
界
は
「
私
」
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
り
、
結
局
「
独
我
論
」
に
陥
る
の
ほ
か
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
マ
ッ
ハ
が
我
以
外
の
「
複
合
」
を
認
め
る
の
は
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
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近
世

に
い
っ
そ
う
根
本
的
に
は
、
感
覚
そ
の
も
の
が
有
機
的
物
質
の
最
も
発
達
し
た
も
の
と
結
び
つ
い
て
の
み
、
は
っ
き
り
し
た
形

で
現
わ
れ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
基
本
的
な
関
係
を
無
視
し
て
感
覚
が
そ
れ
だ
け
で
第
一
次
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か

の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
根
本
的
な
あ
や
ま
り
を
犯
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
感
覚
と
い
う
も
の

は
も
と
も
と
、
外
界
と
意
識
と
を
直
接
連
絡
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
的
刺
戟
の
意
識
事
実
へ
の
転
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う

い
う
ふ
う
に
、
第
一
次
的
な
所
与
と
し
て
ま
ず
物
質
を
あ
げ
、
感
覚
・
思
惟
な
ど
の
意
識
事
実
を
第
二
次
的
な
も
の
と
考
え
る

点
に
お
い
て
、
唯
物
論
は
自
然
科
学
本
来
の
立
場
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
、
レ
ー
ニ
ン
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
立
場
を
徹
底
さ
せ
る
限
り
、
認
識
は
外
界
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
反
映
論
」
が
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
反
映
論
は
決
し
て
、
認
識
を
一
義
的
に
決
定
さ

れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。認
識
も
ま
た
、弁
証
法
的
に
発
展
す
る
。す
な
わ
ち
、「
不
知
」か
ら
実
践
を
経
て「
知
」

が
生
ま
れ
る
発
展
過
程
に
お
い
て
、
認
識
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
認
識
は
実
在
と
共
に
、
実
在
は
認
識
と
共
に
、

歴
史
的
に
発
展
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
外
界
の
一
般
的
運
動
法
則
を
研
究
す
る
―
―
実
在
発
展
の
論
理
と
し
て
の
―
―
弁0

証
法
0

0

が
、
そ
の
反
映
で
あ
る
認
識
の
一
般
的
運
動
法
則
を
研
究
す
る
認
識
論

0

0

0

と
、
そ
の
内
容
を
ひ
と
し
く
す
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ー
ニ
ン
は
論
理
学
・
認
識
論
・
弁
証
法
と
い
う
三
つ
の
言
葉
を
区
別
し
て
用
い
る
い
わ
れ
の
な

い
こ
と
を
、
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
認
識
を
歴
史
的
発
展
過
程
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
レ
ー
ニ
ン
は
、
例
え
ば
一
口
に
「
矛
盾
」
と
称

せ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
現
実
に
即
し
て
色
々
な
型
の
矛
盾

0

0

0

0

0

0

0

を
区
別
し
て
分
析
す
る
こ
と
の
必
要
で
あ
る
ゆ
え

ん
を
強
調
す
る
。
帝
国
主
義
時
代
に
お
い
て
は
、
労
働
者
階
級
と
資
本
家
階
級
と
の
矛
盾
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
帝
国
主
義
諸
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国
家
間
の
矛
盾
、
本
国
と
植
民
地
と
の
間
の
矛
盾
も
ま
た
、
極
度
に
先
鋭
化
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
型
を
異
に
す
る
矛
盾

で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
者
階
級
と
農
民
階
級
と
の
矛
盾
は
、
和
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
副
産
物
と
な
る
よ
う
な
ら
ば
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
革
命
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
交
互
関
係
の
問
題
を
、
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
六
四
頁
）
し
か
し
根
本
に
お
い
て
は
、
階
級
闘
争
が
極
度
に
先
鋭
化
す
る
帝
国
主
義
時
代
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
、
レ
ー

ニ
ン
の
党
派
意
識
は
き
わ
め
て
激
烈
で
あ
っ
て
、「
階
級
闘
争
に
は
中
立
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、」
と
断
言
す
る
。「
闘

争
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
実
は
闘
争
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
闘
争
を
差
し
控
え
る
こ
と
で
も
な
く
、

ま
た
中
立
を
持
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
無
関
心
と
い
う
こ
と
は
、
強
い
者
・
支
配
す
る
者
を
暗
黙
に
支
持
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。」
か
く
し
て
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、「
無
党
派
性
と
い
う
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
観
念
で
あ
り
、
党
派
性
と
い
う
の
は
社

会
主
義
的
観
念
で
あ
る
、」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
一
六
七
頁
）

　

最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
理
論
の
内
容
を
さ
ら
に
一
段
と
発
展
さ
せ
た
の
は
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
る
、
と
称
せ
ら

れ
る
。「
世
に
は
独
裁
的
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
創
造
的
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
が
あ
る
が
、
私
は
後
者
を
と
る
、」
と
ス
タ
ー
リ
ン
は
第

六
回
党
大
会
の
席
上
に
お
い
て
明
言
し
て
い
る
。（
一
七
一
頁
―
一
七
二
頁
）
と
こ
ろ
で
一
九
二
〇
年
四
月
「
プ
ラ
ウ
ダ
」
紙

上
に
掲
載
さ
れ
た
・
レ
ー
ニ
ン
生
誕
五
十
年
記
念
の
論
文
は
、
右
の
趣
旨
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
―
―
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
は
二
種
類
あ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
旗
の

下
に
活
動
し
、
い
ず
れ
も
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
も
っ
て
任
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
両
者
は
決
し
て
同
じ
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
両
者
の
間
に
は
非
常
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
活
動
の
方
法
が
正
反
対
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
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近
世

ず
第
一
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
た
い
て
い
表
面
だ
け
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
承
認
し
て
、
得
々
と
し
て
こ
れ
を
宣
伝
す
る
に
と

ど
ま
る
。
彼
ら
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
本
質
を
深
く
究
め
る
こ
と
が
で
き
ず
・
又
そ
う
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
こ
れ
を
実
現
す
る
こ

と
が
で
き
ず
・
又
そ
う
し
よ
う
と
は
せ
ず
に
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
い
き
い
き
と
し
た
革
命
的
命
題
を
変
じ
て
、
い
の
ち
の
な
い

空
念
仏
と
化
す
る
。
彼
ら
は
そ
の
活
動
の
基
礎
を
経
験
と
実
践
的
闘
争
の
教
訓
に
置
か
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
引
用
句
に
置
い
て
い

る
。
彼
ら
は
そ
の
指
命
や
訓
示
を
、
生
き
た
現
実
の
分
析
か
ら
引
き
出
さ
ず
、
類
推
や
歴
史
的
類
比
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
。

言
行
の
不
一
致
、
こ
れ
が
こ
の
連
中
の
根
本
的
欠
陥
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
二
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
問
題
の
重
点

を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
表
面
的
な
承
認
か
ら
移
し
て
、
そ
の
実
行
に
・
生
活
へ
の
実
現
に
置
く
。
彼
ら
は
時
の
情
勢
に
応
じ
て
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
実
現
の
方
途
を
立
て
、
情
勢
が
変
化
す
れ
ば
こ
の
方
途
を
変
え
る
。
…
…
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
る
も
の
は
、
世
界

を
説
明
す
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
進
ん
で
世
界
を
変
革
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
は
、
こ
の
種
の
マ

ル
ク
ス
主
義
者
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
。
こ
の
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
名
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
す
な
わ
ち
共
産
主
義
で

あ
る
。」（
一
七
二
頁
―
一
七
三
頁
）

　

と
こ
ろ
で
ス
タ
ー
リ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
現
実
主
義
」
的
な
考
え
方
は
、
さ
ら
に
一
九
二
八
年
の
著
書
『
反
対
派
に
つ
い
て
』

（1928

）
の
中
で
、
遺
憾
な
く
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
。「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
は
何
か
？　

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
は
一
つ
の
科
学
で

あ
る
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
闘
争
の
新
ら
し
い
経
験
に
よ
っ
て
内
容
が
豊
富
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
又
こ

の
経
験
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
―
―
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
的
方
法
の
観
点
か
ら
―
―
よ
く
消
化
し
吸
収
す
る
こ
と
な
く
し

て
、
果
た
し
て
科
学
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
保
存
さ
れ
・
発
展
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。」（
一
七
三
頁
）
か
く
し
て
科
学
と
し
て
の

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
闘
争
の
経
験
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
内
容
を
豊
か
に
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ー
ニ
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ン
が
『
戦
闘
的
唯
物
論
の
意
義
に
つ
い
て
』
と
い
う
論
文
に
お
い
て
与
え
て
い
る
遺
訓
を
奉
じ
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
弁
証
法
を

「
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
」
研
究
し
、「
政
治
経
済
の
領
域
に
お
け
る
弁
証
法
の
範
例
、
最
近
の
歴
史
と
り
わ
け
今
日
の
帝
国
主
義

戦
争
と
革
命
と
が
非
常
に
多
く
の
も
の
を
与
え
る
範
例
を
利
用
し
な
が
ら
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
哲
学
の
二
種
類
の
修
正
主
義
―
―

機
械
論
と
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
観
念
論＊

―
―
を
撃
破
し
た
こ
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。（
一
七
四
頁
―
一
七
五
頁
）

＊　

メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（M

ensheviki

）
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（B

olsheviki

）
に
対
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
字
義
だ
け
か
ら
い
え

ば
、
前
者
は
「
よ
り
少
い
」
と
い
う
意
味
の
ロ
シ
ア
語“m

enche”

か
ら
由
来
し
て
「
少
数
派
」
を
意
味
し
、
後
者
は
「
よ
り
多

い
」
と
い
う
意
味
の
ロ
シ
ア
語“bolsche”

か
ら
由
来
し
て
「
多
数
派
」
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
少
数
派
」
と
「
多
数
派
」

の
区
別
は
、
一
九
〇
三
年
の
夏
に
開
か
れ
た
ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
の
第
二
回
大
会
の
時
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
直

接
の
動
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
党
機
関
紙
『
イ
ス
ク
ラ
』（Iskra

＝
火
花
）
の
編
集
部
を
プ
レ
ハ
ノ
フ
（G

eorgii Valentinovitch 

Plehanov, 1857-1918

）
と
レ
ー
ニ
ン
の
二
人
で
構
成
す
る
こ
と
の
可
否
の
提
案
に
対
す
る
投
票
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
可
と
す
る

も
の
二
十
五

0

0

0

、
そ
れ
を
否
と
す
る
も
の
二
十
三

0

0

0

と
い
う
数
字
が
出
て
、
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
「
多
数
派
」（
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
）

と
「
少
数
派
」（
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
）
の
区
別
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
レ
ー
ニ
ン
な
ど
も
そ
の
『
国
家
と
革
命
』（1917

）
の
中

で
「
こ
の
会
議
の
全
く
偶
然
的
な
投
票
の
結
果
以
外
の
何
も
の
を
も
表
現
し
な
い
・
こ
う
い
う
無
意
味
で
奇
形
的
な
ボ
ル
シ
ェ
ヴ

ィ
キ
と
い
う
言
葉
」
と
い
う
ふ
う
に
吐
き
出
す
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
区
別
は
実
は
決
し
て
偶
然

の
数
字
を
表
わ
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
当
時
ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
内
に
は
既
に
種
々
の
問
題
に
つ

い
て
革
命
主
義

0

0

0

0

的
傾
向
と
改
良
主
義

0

0

0

0

的
傾
向
と
の
対
立
が
あ
っ
て
、
こ
の
対
立
が
た
ま
た
ま
投
票
の
際
に
「
多
数
」
と
「
少
数
」



二
三
六

第
三
章　

近
世

と
い
う
・
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
は
第
二
回

大
会
後
二
派
に
分
れ
、
同
じ
く
「
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
」
と
い
う
名
称
だ
け
は
共
有
し
な
が
ら
、
実
質
上
は
二
つ
の
政
党
と

し
て
対
立
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
両
派
を
合
同
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
は
た
び
た
び
行
な
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
成
功
せ
ず

し
て
一
九
一
七
年
と
な
り
、
十
一
月
革
命
に
よ
っ
て
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
政
権
を
掌
握
し
、
そ
の
翌
年
彼
ら
は
「
ロ
シ
ア
社
会
民

主
労
働
党
」
と
い
う
名
称
を
捨
て
て
、「
ロ
シ
ア
共
産
党
」
と
改
称
し
た
。
そ
の
結
果
、メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
方
は
従
来
か
ら
の
「
ロ

シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
」
と
い
う
党
名
を
独
占
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
と
い
え
ば
「
ロ
シ
ア
共

産
党
」、「
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
と
い
え
ば
「
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
」
を
指
す
こ
と
と
な
っ
た
が
、
今
日
で
は
単
に
ロ
シ
ア
ば

か
り
で
な
く
広
く
国
際
的
に
も
、「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
は
「
共
産
党
」、「
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
は
「
社
会
民
主
党
」
と
同
じ
意

味
に
用
い
ら
れ
、
更
に
ひ
い
て
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
（B

oloschvism

）
は
共
産
主
義
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス=

レ
ー
ニ
ン
主
義
、

メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
（M

enschevism
）
は
社
会
民
主
主
義
の
同
義
語
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

科
学
と
し
て
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
顕
揚
し
よ
う
と
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
思
想
を
一
貫
す
る
も
の
は
、
歴
史
的
具
体
性
を
尊
重

す
る
精
神
で
あ
る
。そ
の
一
例
と
し
て「
民
族
文
化
」に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
考
え
方
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
民
族
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
下
に
お
け
る
民
族
文
化
と
は
、
如
何
な
る
も
の
か
？　

そ
れ
は
内
容
か
ら
い
え
ば
ブ
ル
ジ

0

0

0

ョ
ア
文
化

0

0

0

0

で
あ
り
、
形
式
か
ら
い
え
ば
民
族
文
化
で
あ
っ
て
、
民
衆
に
民
族
文
化
と
い
う
毒
を
飲
ま
せ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の

支
配
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
下
に
お
け
も
民
族
文
化
と
は
、
如
何

な
る
も
の
か
？　

そ
れ
は
内
容
か
ら
い
え
ば
社
会
主
義
文
化

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
形
式
か
ら
い
え
ば
民
族
文
化
で
あ
っ
て
、
大
衆
に
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
を
育
成
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則



二
三
七

第
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マ
ル
キ
シ
ズ
ム

的
に
異
な
る
二
つ
の
現
象
を
混
同
す
れ
ば
、
必
ず
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
第
十
六
回

党
大
会
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
一
七
八
頁
）
し
か
も
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
名
実
共

に
社
会
主
義
的
な
文
化
が
栄
え
る
た
め
に
は
、
内
容
0

0

か
ら
い
え
ば
社
会
主
義
文
化
で
あ
る
け
れ
ど
も
形
式
0

0

か
ら
い
え
ば
民
族
文

化
で
あ
る
―
―
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
下
の
―
―
民
族
文
化
の
「
内
容
」
と
「
形
式
」
の
具
体
的
な
統
一
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
将
来
民
族
文
化
が
、

共
通
の
言
語
を
も
つ
一
個
の
共
通
な
文
化
（
内
容
か
ら
見
て
も
、
形
式
か
ら
見
て
も
）
に
合
流
す
る
こ
と
を
信
じ
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
わ
れ
わ
れ
が
現
在
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
時
代
に
民
族
文
化
の
繁
栄

0

0

0

0

0

0

0

を
は
か
る
の
は
、
一
見
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
も
変
な
こ
と
で
は
な
い
。
民
族
文
化
が
―
―
一
個
の
共
通
な
言
語
を
も
っ
た
―
―
一
個
の

共
通
な
文
化
に
合
流
す
る
た
め
の
条
件
を
作
り
出
す
の
に
は
、
そ
の
民
族
文
化
を
発
展
さ
せ
て
そ
の
い
っ
さ
い
の
潜
在
力
を
発

揮
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
全
世
界
に
お
い
て
勝
利
を
と
げ
社
会
主
義
を
生
活
に
お
い
て
実
現
す
る
暁
に
、

一
個
の
共
通
な
言
語
を
も
っ
た
・
一
個
の
共
通
な
社
会
主
義
文
化
に
合
流
さ
せ
る
た
め
に
、
形
式
か
ら
い
え
ば
民
族
的
で
・
内

容
か
ら
い
え
ば
社
会
主
義
的
な
文
化
を
、一
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
下

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
大
い
に
栄
え
さ
せ
る
こ
と
―
―
こ
の
点
に
、

民
族
文
化
に
対
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
問
題
の
立
て
方
の
弁
証
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。」（
一
七
九
頁
）

　

弁
証
法
的
唯
物
論
の
前
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
何
も
な
い
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
も
、
具
体
的
な

現
実
と
共
に
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
文
化
の
問
題
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
形
で
処
理
さ
れ
る
と
し
て
、
さ
て
更
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
「
国
家
」
そ
の
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
前
レ
ー
ニ
ン
は
そ
の
『
国
家
と

革
命
―
―
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
国
家
学
説
な
ら
び
に
革
命
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
任
務
』（1917

）
の
中
で
、
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近
世

い
っ
さ
い
の
既
存
の
国
家
は
、
少
数
の
搾
取
者
に
よ
る
・
多
数
の
被
搾
取
者
に
対
す
る
・
暴
力
支
配
の
機
関
で
あ
り
、
近

代
の
代
議
制
国
家
は
資
本
家
に
よ
る
賃
銀
労
働
者
の
搾
取
の
道
具

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
、

従
っ
て
被
搾
取
者
階
級
の
解
放
は
、
た
だ
暴
力
革
命
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
支
配
階
級
の
国
家
機
関

0

0

0

0

の
廃
絶

0

0

0

な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
レ
ー
ニ
ン
の
か
よ
う
な
国
家
観
は
、
一
九
〇
五
年
お
よ
び
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革

命
の
経
験
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
め
ま
ぐ
る
し
い
世
界
史
の
展
開
の
中

に
あ
っ
て
国
家
が
―
―
社
会
主
義
国
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
―
―
相
当
大
き
く
そ
の
姿
を
変
え
た
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
科
学
で
あ
る
限
り
、
そ
し
て
科
学
に
と
っ
て
は
「
事
実
に
対
し
て
眼
を

ふ
さ
ぐ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
そ
の
本
性
上
許
さ
れ
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
国
家
を
―
―
民
族
文

化
の
場
合
の
よ
う
に
現
実
に
即
応
し
て
―
―
あ
ら
た
め
て
見
直
す
こ
と
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
成
長
の
た
め
に
も
当
然
要
求
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
十
二
節　

非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

　

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
は
、
資
本
主
義
が
そ
の
大
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
だ
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、

資
本
主
義
の
内
蔵
す
る
芳
し
く
な
い
面
も
ま
た
表
面
化
し
て
、種
々
困
難
な
社
会
問
題
が
相
つ
い
で
起
こ
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
通
り
の
革
命
は
容
易
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た＊

。
現
実
に
革
命
が
起
こ
っ
た
ロ
シ
ア
に
お
い
て
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非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

さ
え
、
―
―
前
節
の
註
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
―
―
革
命
以
前
に
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
共
産
主
義
に
対
し
て
、
メ
ン
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
の
社
会
民
主
主
義
が
対
抗
勢
力
を
形
づ
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
国
々
に
お
い
て
共
産
主
義
革
命
に

よ
ら
な
い
社
会
の
革
新
あ
る
い
は
改
良
を
主
張
す
る
考
え
方
が
、
い
ろ
ん
な
形
で
行
な
わ
れ
た
の
に
少
し
も
不
思
議
は
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
を
大
別
す
る
な
ら
ば
、
あ
く
迄
も
議
会
主
義
を
社
会
革
新
の
原
理
と
す
る
社
会
民
主
主
義

0

0

0

0

0

0

と
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り

も
い
っ
そ
う
変
革
の
範
囲
を
狭
く
し
て
資
本
主
義
の
基
本
的
機
構
の
維
持
を
前
提
と
し
た
上
で
で
き
る
だ
け
の
改
良
を
は
か
ろ

う
と
す
る
社
会
改
良
主
義

0

0

0

0

0

0

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
、
マ
ル
ク
ス
の
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
へ
の
序
文
（1895

）
の
中
で
、「
歴
史
は
わ
れ
わ
れ
お

よ
び
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
た
す
べ
て
の
人
々
の
あ
や
ま
り
を
明
か
に
し
た
」
こ
と
を
認
め
、
ま
た
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

（Eduard B
ernstein, 1850-1932

）
は
そ
の
『
社
会
主
義
の
諸
前
提
と
社
会
民
主
党
の
諸
任
務
』（1899

）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
―
―
『
共
産
党
宣
言
』
が
近
世
社
会
の
進
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
予
見
は
、
そ
れ
が
進
化
の
一
般
的
特
徴
を

表
わ
し
て
い
る
範
囲
内
に
お
い
て
は
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
多
く
の
特
殊
的
推
論
に
お
い
て
、
な
か
で
も
そ
の

進
化
が
必
要
と
す
る
時
間
の
測
定
に
お
い
て
、
誤
り
に
陥
っ
て
い
た
、
と
。

　

ま
ず
社
会
民
主
主
義
の
立
場
に
立
つ
現
実
的
勢
力
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
労
働
党
に
最
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
は
、
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
（Fabian Society

）
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
が
創
立
さ
れ
た
の
は
一
八
八
四
年
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
現
代
に

お
け
る
自
由
競
争
の
制
度
は
、
多
数
者
の
苦
痛
を
犠
牲
に
し
て
少
数
者
の
幸
福
を
保
障
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
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近
世

か
ら
、
広
く
一
般
の
福
祉
厚
生
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
社
会
は
再
組
織

0

0

0

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、」
と
い
う
に
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
は
、
そ
の
会
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
む
か
し
ロ
ー
マ
の
将
軍
フ
ァ
ビ
ウ
ス

（Fabius

）
が
ハ
ン
ニ
バ
ル
と
戦
っ
た
際
、
臆
病
者
と
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
隠
忍
し
て
性
急
な
決
戦
を
避
け
た

よ
う
に
、
時
機
が
到
来
す
る
ま
で
は
辛
抱
強
く
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
ひ
と
た
び
時
が
到
れ
ば
―
―
フ
ァ
ビ
ウ
ス
が
猛
襲

し
た
よ
う
に
―
―
決
然
と
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
、」
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
、
フ
ァ
ビ
ウ
ス
は
ハ
ン
ニ
バ
ル
が
攻
め
て
来
る

と
退
却
し
、
行
っ
て
し
ま
う
と
そ
れ
を
追
い
か
け
て
攻
撃
す
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
こ
れ
を
何
回
も
気
永
に
や
っ
て
、
と
う

と
う
ハ
ン
ニ
バ
ル
を
撃
退
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
急
が
ば
廻
れ
」
あ
る
い
は
「
敵
の
疲
れ
る
の
を
待
つ
」
戦
術
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
た
ず
ら
に
功
を
急
が
ず
、
資
本
主
義
の
大
殿
堂
を
ま
ず
一
寸
刻
み
に
社
会

主
義
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
に
至
っ
て
社
会
主
義
の
全
体
的
実
現
を
期
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
戦
術
が
と

ら
れ
た
の
は
、
初
期
の
会
員
に
有
能
な
官
吏
が
多
く
、
統
治
機
構
に
精
通
し
て
そ
れ
を
利
用
し
得
る
地
位
に
あ
っ
た
反
面
、
ま

た
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
権
力
機
構
」
な
る
も
の
の
よ
く
な
し
得
る
限
界
を
も
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し

て
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
の
人
々
は
、
資
本
主
義
社
会
に
多
く
の
欠
陥
の
あ
る
こ
と
は
十
分
知
り
つ
く
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
「
魔
法
使
の
鞭
の
一
振
り
に
よ
っ
て
」
す
っ
か
り
社
会
主
義
化
さ
れ
て
し
ま
う
、
な
ど
と
は
信
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
彼
ら
は
、
い
た
ず
ら
に
旗
を
お
し
立
て
て
扇
動
演
説
を
し
て
廻
る
前
に
、
ま
ず
社
会
の
実
相
を
明
か
に
し
て
、
そ
の
正

確
な
知
識
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
努
力
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
か
ら
出
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
出
版
物
が
、

そ
の
間
の
消
息
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
が
自
分
か

ら
進
ん
で
政
党
を
つ
く
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
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非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

一
九
〇
六
年
労
働
党
の
結
成
に
際
し
て
独
立
労
働
党
な
ど
と
共
に
こ
れ
に
参
加
し
、
独
立
労
働
党
の
方
は
一
九
三
〇
年
以
後
勢

力
を
失
っ
た
け
れ
ど
も
、
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
の
み
は
今
日
な
お
依
然
と
し
て
労
働
党
内
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と

は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

最
近
ま
で
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
の
中
心
人
物
で
あ
り
・
ま
た
一
九
二
四
年
の
第
一
次
労
働
党
内
閣
に
は
商
相
と
し
て

一
九
二
九
年
の
第
二
次
労
働
党
内
閣
に
は
植
民
相
と
し
て
入
閣
し
、
労
働
党
の
知
能
で
あ
り
良
心
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
シ
ド
ニ

ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（Sidney W

ebb, 1859-1947

）
に
よ
れ
ば
、
社
会
主
義
と
は
民
主
主
義
を
拡
充
徹
底
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
従
っ
て
問
題
は
つ
ね
に
、
民
主
主
義
が
十
分
に
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
に

多
く
の
欠
陥
が
あ
る
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
が
本
質
的
に
・
ま
た
全
面
的
に
誤
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
民
主
主

義
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
に
お
い
て
究
極
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義

は
、
政
治
的
民
主
主
義
―
―
選
挙
を
核
心
と
す
る
参
政
権
の
拡
大
―
―
に
関
し
て
は
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
経
済
生
活
や
社
会
生
活
の
民
主
化
を
果
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
根
本
的
な
不
徹
底
さ
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

徹
底
さ
せ
て
経
済
や
社
会
の
面
に
ま
で
民
主
化
を
拡
充
す
る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
社
会
主
義
の
任
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
ウ
ェ
ッ
ブ
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
推
移
と
い
う
社
会
的
大
変
革
も
、
政
治
的
民
主
主

義
の
方
式
に
よ
っ
て
果
す
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
方
式
に
従
っ
て
果
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
民
主
主

義
の
特
質
と
称
せ
ら
れ
る
議
会
主
義
・
合
法
主
義
は
、
か
よ
う
な
考
え
方
に
も
と
ず
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
民
主
主

義
を
民
主
主
義
の
最
も
価
値
あ
る
遺
産
と
し
て
承
認
す
る
点
に
お
い
て
、
社
会
民
主
主
義
は
共
産
主
義
と
は
っ
き
り
一
線
を
画

す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ッ
ブ
の
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
』（A

 constitution for the socialist 
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com
m

onw
ealth of G

reat B
ritain, 1920

）
は
、
か
よ
う
な
立
場
か
ら
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
は
異
る
社
会
主
義
の
内
容
を
、
積
極

的
に
展
開
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
が
創
立
さ
れ
た
頃
、
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
（G

eorge B
ernard Shaw, 

1856-1950

）
な
ど
と
共
に
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
徹
底
的
に
研
究
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
現
実
に
は
あ

て
は
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
シ
ョ
ー
は
伝
え
て
お
り
、
ま
た
ウ
ェ
ッ
ブ
自
身
も
『
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
社
会
主
義
』（Socialism

 in England, 1889

）
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
経
済
学
者
の
多
数
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経

済
学
説
を
採
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
剰
余
価
値
」
と
い
う
よ
う
な
観
念
か
ら
い
か
な
る
影
響
も
受
け
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
才
知
と
美
貌
の
故
を
も
っ
て
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
員
の
関
心
の
的
と
な
り
、
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
例
の

「
フ
ァ
ビ
ウ
ス
」
式
戦
法
に
よ
っ
て
遂
に
獲
得
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
人
―
―
ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（B

eatrice 

W
ebb, 1858-1943

）
も
、
結
婚
前
の
未
発
表
の
論
文
「
経
済
学
の
性
質
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
は

金
融
的
産
業
的
企
業
の
中
で
生
活
し
た
こ
と
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
事
実
と
背
離
す
る
グ
ロ
テ
ス
ク
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
初
期
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
と
っ
て
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
ひ
き
つ
け
る
何
の
魅
力
も

も
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
晩
年
の
『
社
会
研
究
の
方
法
』
の
中
で
も
、

ウ
ェ
ッ
ブ
先
妻
は
自
分
た
ち
の
採
っ
た
研
究
方
法
と
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
方
法
と
を
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
な
趣
旨

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
方
法
は
社
会
制
度
そ
の
も
の
の
構
成
と
機
能
と
を
徹
底
的
に
吟
味
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
め
で
、
そ
の
社
会
制
度
自
体
の
中
に
精
神
的
・
心
理
的
・
社
会
的
な
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
影
響
を
た
ど
り
、
こ

れ
ら
の
要
素
が
主
と
し
て
属
し
て
い
る
姉
妹
科
学
に
至
る
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
方
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共
産
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会
思
想

法
は
、
宇
宙
に
内
在
す
る
観
念
か
ら
出
発
す
る
方
法
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
弁
証
法
的
方
法
」
お
よ
び
「
唯
物
史
観
」
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
は
、
宇
宙
ま
た
は
人
間
社
会
の
未
来
の
進
化
が
必
ず
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
ら
か
の
超
越
的
観
念
あ
る
い

は
タ
イ
プ

0

0

0

あ
る
い
は
カ
ー
ヴ

0

0

0

な
い
し
様
式
0

0

が
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
と
っ
て
は
「
唯
物
史
観
は
単
に

多
く
の
仮
説
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
社
会
進
化
の
現
象
の
或
る
も
の
―
―
す
な
わ
ち
過
去
二
世
紀
間
の

産
業
革
命
の
い
く
つ
か
の
様
相
と
成
果
―
―
を
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
仮
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
―
―
他
の
多
く
の
仮
説
と
同
様
―
―
一
つ
の
研
究
の
方
法
と
し
て
は
有
用
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ

ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
事
実
の
客
観
的
観
察
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
科
学
的
価
値
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
特
に
、
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
が
必
然
的
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
が
発
見
せ
ら

れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
到
底
承
認
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
、」
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ウ
ェ
ッ

ブ
夫
妻
は
あ
ら
ゆ
る
独
断
的
仮
説
・
い
っ
さ
い
の
先
入
見
を
排
し
て
、
ひ
た
す
ら
客
観
的
に
社
会
制
度
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら

発
展
を
可
能
に
す
る
要
素
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
独
自
の
方
法
を
も
っ
て
資
本
主
義
文
明
を
解
剖
す
る
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
と
っ
て
は
、
資
本
主
義
は
生
産
力
と
生
産

関
係
と
の
矛
盾
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
必
然
的
に
崩
壊
す

る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
資
本
主
義
は
個
人
の
自
由
な
発
展
を
阻
害
し
、
し
か
も
必
要
な
資
材
の
生
産
に
失
敗
し
て
い
る
が
故

に
、
よ
り
優
れ
た
社
会
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
資
本
主
義
の
疾
患
の
由
っ
て
来
る
と

こ
ろ
は
、
生
産
手
段
の
私
的
統
制

0

0

0

0

の
下
に
行
な
わ
れ
る
利
潤
目
的
の
生
産

0

0

0

0

0

0

0

に
存
す
る
が
故
に
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
機

構
と
は
、
公
共
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
貫
か
れ
た
・
生
産
の
公
共
的
管
理
と
し
て
の
社
会
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
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し
か
し
な
が
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
―
―
民
主
的
な
議
会
制
度
の
下
に
お
い
て
―
―
「
社
会
主
義
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が

現
実
の
政
党
の
綱
領
と
し
て
採
用
さ
れ
・
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
国

民
の
少
な
く
と
も
過
半
数
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
て
、
国
民
大
衆
の
社
会
主
義
化
と
い
う
こ
と
が
―
―
長
い
間
の
政
策
の
戦
い

を
通
し
て
―
―
ま
ず
勝
ち
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
場
合
に
も
、
一
九
一
八
年
に
社
会

主
義
的
綱
領
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
掲
げ
ら
れ
る
迄
に
は
、
―
―
最
初
「
労
働
代
表
委
員
会
」
と
し
て
発
足
し
た
時
（
一
九
〇
〇

年
）
か
ら
数
え
る
な
ら
ば
―
―
二
十
年
に
近
い
歳
月
が
必
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
一
八
年
に
労
働
党
が
採
択
を
決
定

し
た
新
綱
領
の
内
容
は
、『
労
働
と
社
会
秩
序
』（“The Labour And The Social O

rder”

）
と
題
す
る
小
冊
子
の
中
に
明
か
に

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
冊
子
を
執
筆
し
た
の
は
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

そ
の
中
に
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合

の
中
に
新
た
に
わ
き
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
発
酵
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
が
い
わ
ゆ
る
「
自
由
主
義
」
か
ら
の
脱
皮
を
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
一
〇
年
の
頃
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
促
し
た
主
要
な
契
機
と
し
て
、
ま
ず
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
（Syndicalism

e=Syndicalism

）
運
動
の
影
響
を
あ
げ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。そ
も
そ
も
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
は
資
本
主
義
的
発
展
の
立
ち
遅
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
た
運
動
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
早
く
か
ら
資
本
主
義
が
隆
々
た
る
向
上
線
を
た
ど
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
労
働
条
件
も
比

較
的
よ
く
、
ま
た
新
た
な
要
求
も
可
な
り
の
程
度
受
け
容
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
に
、
労
働
組
合
が
職
業
別
の
共
済
0

0

組
合
0

0

の
方
向
へ
発
展
し
て
行
っ
た
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
ま
だ
十
分
に
は
手
工
業
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非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

的
生
産
様
式
の
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
は
、
組
合
運
動
に
よ
っ
て
労
働
条
件
の
改
善
を
闘
い

と
る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
労
働
組
合
」
す
な
わ
ち
「
サ
ン
デ
ィ
カ
」（Syndicat

）
が
合
法
的
存
在
と
し
て
認
め

ら
れ
た
の
は
一
八
八
四
年
で
あ
っ
て
、
同
一
産
業
に
属
す
る
各
サ
ン
デ
ィ
カ
は
連
合
し
て
全
国
的
な
機
関
で
あ
る
「
全
国
連
合

会
」（Fédération N

ationale

）
を
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
八
九
四
年
ナ
ン
ト
に
お
け
る
労
働
組
合
の
大
会
は
、
傾
向

を
異
に
す
る
各
派
間
の
ご
た
ご
た
し
た
争
い
で
終
り
、
政
党
よ
り
も
労
働
組
合
に
重
き
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
諸
分

子
は
、
他
派
か
ら
分
離
し
て
翌
九
五
年
リ
モ
ー
ジ
ュ
に
大
会
を
開
き
、
各
産
業
別
の
「
全
国
連
合
会
」
の
更
に
総
連
合
で
あ
る

「
労
働
総
同
盟
」（C

onfédération G
énérale du Travail

）
す
な
わ
ち
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｔ
を
組
織
し
た
。
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｔ
が
右
の
よ
う
な

成
り
立
ち
か
ら
い
っ
て
も
、「
議
会
主
義
的
政
治
行
動
を
排
し
、
そ
の
代
り
に
総
同
盟
罷
業
そ
の
他
直
接
的
な
経
済
闘
争

0

0

0

0

0

0

0

0

を
武

器
と
す
る
」
こ
と
を
声
明
し
た
の
は
、当
然
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｔ
が
一
九
〇
二
年
に
は
「
労
働
取
引
所
連
合
」（Fédération 

des B
ourses du Trail

）
を
合
併
し
て
文
字
通
り
全
国
的
な
統
一
団
体
と
な
り
、
さ
ら
に
一
九
〇
六
年
ア
ミ
ア
ン
に
大
会
を
開

い
て
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
の
聖
典
「
ア
ミ
ア
ン
憲
章
」（La C

harte d’A
m

iens

）
を
発
表
す
る
に
及
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働

運
動
は
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
で
貫
か
れ
た
線
を
大
き
く
打
ち
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
「
ア
ミ
ア
ン
憲
章
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
党
と
の
関
係
を
絶
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
闘
争
に
よ
っ
て
―
―
し
か
も
い
わ
ゆ

る
「
直
接
行
動
」
に
訴
え
て
―
―
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
く
ま

し
い
呼
び
か
け
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
界
に
も
相
当
強
い
反
響
を
ひ
き
起
こ
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
二
十

世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
に
お
い
て
賃
銀
の
上
昇
が
物
価
の
騰
貴
に
追
い
つ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
―
―
資
本
家
は
以
前

よ
り
も
却
っ
て
多
く
の
利
益
を
得
た
け
れ
ど
も
、
―
―
労
働
者
の
生
活
は
だ
ん
だ
ん
と
窮
迫
し
て
行
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
労
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近
世

働
党
の
運
動
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
経
済
よ
り
も
政
治
の
方
に
偏
し
て
い
た
た
め
に
、
労
働
階
級
に
あ
ま
り
多
く
の
も
の
を
も

た
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
労
働
党
の
運
動
方
針
の
失
敗
を
批
判
す
る
と
共
に
、
労
働
階
級
一
般
は
新
た
に
そ
の
運
動
の

主
力
を
経
済
闘
争
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た
時
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
経
済
闘

争
」
を
声
高
く
呼
ぶ
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
に
、
多
く
の
人
々
が
耳
を
そ
ば
だ
て
た
の
に
少
し
も
不
思
議
は
な
い
。
た
だ
フ
ラ
ン

ス
に
生
ま
れ
た
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
は
、
徹
底
し
た
労
働
組
合
至
上
0

0

主
義
で
あ
っ
て
、
議
会
も
国
家
も
眼
中
に
な
い
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
多
分
に
無
政
府
主
義

0

0

0

0

0

的
傾
向
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
の
イ
ギ

リ
ス
人
に
は
、
ぴ
っ
た
り
し
な
い
思
想
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
主
義
の
到
来
を
念
願
す
る
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
の

人
々
も
、
や
は
り
一
応
国
家
社
会
主
義

0

0

0

0

0

0

の
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
イ
ギ
リ
ス
風
」（B

ritish

）
と
い
う

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
の
主
張
を
如
何
な
る
形
に
お
い
て
受
け
容
れ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
社
会
主
義
と
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
と
を
結
び
つ
け
る
途
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
し

て
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
両
者
の
理
論
的
折
衷
0

0

と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
が
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
」（G

uild 

socialism

）
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
一
口
に
ギ
ル
ド
社
会
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
中
に
、
国
家
社
会
主

義
の
方
へ
よ
り
近
く
位
置
す
る
も
の
と
、
反
対
に
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
あ
る
い
は
無
政
府
主
義
（anarchism

）
の
方
へ
よ
り

近
く
位
置
す
る
も
の
と
、
二
通
り
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
」
と
い
う
名
称

の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、「
労
働
を
自
分
た
ち
の
手
に
独
占
す
る
」
た
め
に
中
世
ギ
ル
ド
組
織
の
復
興
を
提
唱
す
る
点
に
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
賃
銀
制
度
の
廃
止

0

0

0

0

0

0

0

と
産
業
の
自
治

0

0

0

0

0

と
は
、
す
べ
て
の
ギ
ル
ド
社
会
主
義
理
論
の
一
致
し
た
根
本
的
要
求
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非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
あ
え
て
こ
れ
を
要
求
す
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
利
益
本
位
の
奴
隷
的
な
社
会
制
度
を
打
破

し
て
、
人
間
性
の
基
本
的
な
要
求
に
合
致
し
た
自
由
・
自
治
の
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る＊

。＊　
「
国
民
ギ
ル
ド
連
合
」（The N

ational G
uilds League

）
が
コ
ー
ル
、
ト
ー
ネ
ー
、
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
の
は

一
九
一
五
年
、
そ
し
て
一
九
二
五
年
に
は
機
能
を
停
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
運
動
そ
の
も
の
は
短
期
間
し
か
続
か
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
想
・
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
運
動
に
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
る
。

　

以
上
略
述
し
た
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
運
動
な
ら
び
に
そ
の
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
社
会
思
想
の
動
向
と
、
一
九
一
七
年

に
起
こ
っ
た
ロ
シ
ア
革
命
、
―
―
こ
れ
ら
の
も
の
を
背
景
に
考
え
て
、
は
じ
め
て
一
九
一
八
年
の
『
労
働
と
社
会
秩
序
』
の
内

容
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
家
屋
が
一
つ
の
建
造
物
と
し
て
立
っ
て
い
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る

大
き
な
柱
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
社
会
秩
序
の
場
合
に
も
や
は
り
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
支
柱
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。『
労
働
と
社
会
秩
序
』
は
「
家
の
四
本
柱
」
と
も
い
う
べ
き
標
題
の
下
に
、
次
の
四
つ
の
綱
領
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一
）　

国
民
最
低
生
活
の
保
障
、
―
―
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
の
主
流
を
な
し
て
い
る
厚
生
経
済
学
と
も
つ
な
が
る
考

え
方
で
あ
る
が
、
特
に
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
が
永
年
そ
の
理
論
と
政
策
の
両
方
面
か
ら
研
究
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
す

で
に
一
九
一
二
年
に
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
著
わ
し
た
『
貧
窮
防
止
論
』（The prevention of destitution

）
に
示
さ
れ
た
考
え
方

を
体
系
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
母
親
の
胎
内
か
ら
生
ま
れ
出
て
墓
場
に
入
る
ま
で
―
―
い

わ
ゆ
る
「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
」
―
―
人
間
の
生
涯
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
、
経
済
生
活
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文

化
生
活
の
面
に
至
る
ま
で
、
最
低
生
活
の
規
準
を
確
立
し
て
そ
の
実
現
を
期
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
単
に
一
労
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近
世

働
党
の
政
策
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日
で
は
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
そ
の
も
の
の
国
策
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て

過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）　

産
業
の
民
主
的
管
理
、
―
―
こ
れ
は
重
要
産
業
の
生
産
手
段
な
ら
び
に
分
配
手
段
の
所
有
と
経
営
を
、
国
家
あ
る

い
は
公
共
団
体
の
手
に
お
さ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
化
政
策
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
民
主
的

管
理
の
実
際
の
方
法
に
つ
い
て
は
、『
労
働
と
社
会
秩
序
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
一
八
年
当
時
は
、
ま
だ
十
分
具
体
的
な
経
験

が
積
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
数
十
年
の
調
査
や
実
験
に
も
と
ず
い
て
、
炭
坑
の
国
有
化
を
始
め
と
し
て
各
種
の
国
有
産
業
の

管
理
方
式
が
次
々
に
具
体
化
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
『
労
働
と
社
会
秩
序
』
が
は
っ
き
り
産
業
の
民
主
的
管

理
を
綱
領
と
し
て
掲
げ
た
こ
と
は
、
―
―
向
う
べ
き
方
向
を
明
示
し
た
も
の
と
し
て
―
―
そ
の
画
期
的
意
義
が
認
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）　

財
政
に
お
け
る
革
命
的
変
革
、
―
―
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
が
長
い
間
悩
ん
で
来
た
問
題
の
一
つ
は
、
社
会
主
義
的
施

策
に
対
す
る
財
政
的
障
害
を
如
何
に
し
て
解
決
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
財
政
的
裏
づ
け
の
な
い
社
会
主
義
的
政
策

が
、
単
な
る
空
論
に
終
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
租
税
政
策
・
公
債
政
策
・
通
貨
政
策
・
金
融
政
策
な
ど
の
面
に
お
い
て
も
、

労
働
党
が
―
―
新
ら
し
い
経
済
理
論
を
多
く
と
り
入
れ
な
が
ら
―
―
根
本
的
変
革
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の

地
に
つ
い
た

0

0

0

0

0

や
り
方
の
特
色
を
遺
憾
な
く
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊

。

＊　

財
政
問
題
は
直
接
、
産
業
と
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
専
門
の
学
者
は
別
と
し
て
、
議
員
た
ち
の
中
で
財
政
問

題
に
関
し
て
専
門
的
な
理
解
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
珍
ら
し
い
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
が
そ
う
い
う

エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
多
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
強
味
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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的
社
会
思
想

（
四
）　

公
共
の
福
祉
、
―
―
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
の
観
念
で
あ
る
が
、「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
余
剰
の
富

0

0

0

0

を
使
用

す
る
」
こ
と
を
、
二
十
世
紀
の
『
労
働
と
社
会
秩
序
』
は
主
張
し
て
い
る
。
現
実
の
社
会
を
直
視
す
れ
ば
、
健
康
で
な
い
た
め
・

教
育
が
足
り
な
い
た
め
・
文
化
の
享
受
が
公
平
で
な
い
た
め
な
ど
、
種
々
の
障
害
の
た
め
に
人
間
の
人
格
が
十
分
に
伸
ば
さ
れ

ず
、
ま
た
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
第
四
の
綱
領
は
こ
れ
ら
人
間
の
自
由
0

0

な
伸
張
を
は
ば
ん
で
い
る

身
体
的
障
害
や
社
会
的
不
公
平
を
少
し
で
も
除
去
す
る
た
め
に
、
余
剰
の
富
を
使
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見

非
常
に
抽
象
的
な
綱
領
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
や
が
て

そ
こ
か
ら
極
め
て
実
の
り
の
豊
か
な
政
策
が
生
ま
れ
出
て
来
る
源
泉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
『
労
働
と
社
会
秩
序
』
を
背
景
と
し
て
第
一
次
労
働
党
内
閣
は
、
一
九
二
三
年
三
月
二
十
日
資
本
主
義

の
失
敗
に
関
す
る
宣
言
と
い
う
・
次
の
よ
う
な
決
議
案
を
議
会
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

自
然
の
富
源
と
生
産
力
を
十
分
に
利
用
し
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
口
の
大
多
数
の
た
め
に
必
要
な
生
活
標
準
を
供

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
資
本
主
義
組
織
の
失
敗

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
思
い
を
い
た
し
、
こ
の
失
敗
の
原
因
が
生
産
お
よ
び
分
配
の
手
段
の
個

人
的
所
有
な
ら
び
に
管
理
に
存
す
る
こ
と
を
信
じ
、
生
産
お
よ
び
分
配
の
手
段
の
公
共
的
所
有
な
ら
び
に
民
主
的
管
理
の

上
に
立
脚
し
た
産
業
的
・
社
会
的
秩
序
の
た
め
に
、
資
本
主
義
組
織
を
徐
々
に
廃
止
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
立
法
的
努
力

に
向
う
べ
き
こ
と
を
本
院
は
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
決
議
案
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
論
戦
は
「
社
会
主
義
論
戦
」
と
呼
ば
れ
、
三
月
二
十
日
と
七
月
十
六
日
の
二
回
に
わ
た

っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
労
働
党
は
ま
だ
や
っ
と
第
二
党
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
に
、
投
票
に
お
い
て

は
賛
成
百
二
十
一
、
反
対
三
百
六
十
八
と
い
う
数
で
敗
れ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
決
議
案
の
上
程
と
い
う
事
柄
自
体
の
も
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近
世

つ
意
味
は
、
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
―
―
単
に
労
働
運
動
も
し
く
は
社
会
運
動
の
立
場

に
お
い
て
で
は
な
く
、
―
―
い
や
し
く
も
一
国
の
政
府
と
し
て
議
会
を
通
じ
て
「
資
本
主
義
か
、
社
会
主
義
か
」
を
公
然
と
国

民
に
問
う
た
最
初
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
ま
た
ま
そ
の
年
に
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
『
資
本
主
義
文
明
の
衰
退
』（The decay of capitalist civilization, 1923

）
と
い
う

書
物
が
出
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
あ
た
か
も
右
の
決
議
案
の
上
程
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。「
自
分
は
今
ま
で
―
―
三
十
年
も
の
長
い
間
―
―
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
対
し
て
主
と
し
て
フ
ェ
ー
ビ
ア
ン
協
会
の
立
場

か
ら
協
力
を
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
で
自
分
の
性
格
か
ら
し
て
、
世
の
中
の
制
度
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
以
上
は
、
そ
れ
に
代

わ
る
べ
き
建
設
的
な
案
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
も
つ
こ
と
な
し
に
は
、
ど
う
い
う
社
会
制
度
に
対
し

て
も
自
分
は
批
判
を
加
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
自
分
の
努
力
は
、
一
つ
一
つ
の
社
会
制
度
の
研
究
、
そ
の
改

善
策
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
方
策
を
研
究
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
来
た
。
例
え
ば
、
労
働
組
合
あ
る
い
は
消
費
組
合
、

あ
る
い
は
地
方
自
治
の
問
題
、
あ
る
い
は
産
業
の
科
学
的
管
理
方
法
の
問
題
―
―
そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
個
々
の
問
題
を
分

析
検
討
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
制
度
の
弊
害
を
一
つ
一
つ
と
り
除
い
て
行
く
こ
と
に
努
力
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
だ

一
度
も
、
資
本
主
義
全
体
に
向
っ
て
こ
れ
は
罪
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
訴
状
を
提
起
し
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
或
は
、
資
本
主
義
と
い
う
も
の
は
こ
こ
で
廃
止
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
ふ
う
な
主
張
を
ま
だ
一
度
も
試
み
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
や
そ
の
時
期
は
来
た
。
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
も
は
や
腐
り
き
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の
は
社
会
主
義
で
あ
る
こ
と
を
、
自
分
は
こ
こ
に
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。」

　

一
九
三
一
年
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
政
界
か
ら
引
退
後
の
自
由
を
利
用
し
て
、
か
ね
て
の
念
願
で
あ
っ
た
―
―
ソ
連
に
お
け
る
―
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―
社
会
主
義
国
建
設
の
実
情
を
視
察
す
べ
く
、
老
体
を
二
度
ま
で
ソ
連
に
運
び
、
親
し
く
調
査
し
た
成
果
を
『
ソ
ビ
エ
ト
共
産

主
義
―
―
新
し
い
文
明
』（Soviet com

m
um

im
: A

 new
 civilization, 1937

）
と
題
す
る
・
千
二
百
頁
に
余
る
大
著
に
ま
と
め

て
世
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
そ
の
書
物
の
中
で
著
者
は
、
い
っ
さ
い
の
偏
見
を
捨
て
て
観
察
し
た
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
の
実
体

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
ソ
連
国
民
は
単
に
市
民
と
し
て
投
票
す
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
生
産
者
と
し
て
も
、
ま
た
消
費
者
と
し
て
も
、
投
票
す
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
政
治
的
民
主
制
の
ほ
か
に
生

産
者
民
主
制
・
消
費
者
民
主
制
と
い
う
よ
う
な
多
様
な
民
主
制

0

0

0

0

0

0

が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
共
産
党
の
指
導
に
よ
る
複
合
的
民

主
主
義
は
新
ら
し
い
型
の
民
主
政
治
の
や
り
方
で
あ
っ
て
決
し
て
独
裁
政
治
で
は
な
い
こ
と
、利
潤
の
た
め
の
生
産
で
は
な
く
、

社
会
の
利
益
の
た
め
の
計
画
的
生
産
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
の
自
由
は
却
っ
て
増
加
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
西
欧

の
個
人
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
的
文
明
に
代
っ
て
、
科
学
と
理
性
を
信
仰
す
る
新
ら
し
い
文
明
・
新
ら
し
い
社
会
道
徳
が
創
造
さ

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
、
ソ
連
の
業
績
を
一
か
ら

十
ま
で
無
条
件
に
是
認
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
ロ
シ
ア
革
命
の
教
訓
か
ら
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
で
き
る
だ
け
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
共
産
党
の
憎
悪
戦
術
に
関
し
て
は
「
わ
れ
わ
れ
は
反
対
者
を
残
酷
に
苦
し
め
虐
待
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
性
質
を
傷
つ
け
る
の
み
で
あ
る
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
を
、
社
会
科
学

の
そ
の
後
の
進
歩
に
よ
っ
て
吟
味
し
・
修
正
し
・
拡
張
す
る
こ
と
な
く
、
一
種
の
聖
書
の
中
に
祭
り
込
む
の
は
、
唯
物
弁
証
法

の
過
程
そ
の
も
の
の
妥
当
性
を
否
定
し
、
正
教
会
の
ド
グ
マ
的
頑
固
さ
に
陥
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
、
二
三
の
批
判
を
加

え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
は
著
者
従
来
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
態
度
と
は
非
常
に
違
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る

が
故
に
、
大
変
な
論
議
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た＊

。
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右
の
著
作
の
副
題
は
、初
版
（1935

）
で
は
「
新
し
い
文
明
か
？
」（A

 new
 civilization?

）
と
な
っ
て
い
た
の
が
、第
二
版
（1937

）

で
「
？
」
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
世
の
注
目
を
ひ
い
た
の
だ
っ
た
。

　

第
一
次
労
働
党
内
閣
は
一
九
二
四
年
の
選
挙
の
際
保
守
党
の
反
撃
に
あ
っ
て
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し

労
働
党
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
地
盤
は
す
で
に
相
当
根
強
い
も
の
が
あ
っ
て
、
一
九
二
九
年
の
選
挙
の
結
果
労
働
党
は
つ
い
に

宿
望
の
「
第
一
党
」
を
達
成
し
て
第
二
次
労
働
党
内
閣
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
労
働
党
が
―
―
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
―
―
「
社
会
主
義
」
を
党
の
綱
領
と
し
て
高
く
掲
げ
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
し
引
退
後
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
主

張
す
る
よ
う
な
・
思
い
き
っ
た
社
会
主
義
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
第
一
は
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
思
潮
展
開
の
歴
史
が
典
型
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
自
由
主

義
が
民
主
主
義
に
展
開
し
、
そ
の
民
主
主
義
が
さ
ら
に
社
会
主
義
に
展
開
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
由
主
義
→
民
主
主
義
→

社
会
主
義
の
線
を
貫
く
も
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
で
あ
る
「
自
由
の
一
筋
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
っ

て
自
由
主
義
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
社
会
主
義
に
一
辺
倒
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ギ
リ
ス
風
」

に
は
そ
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
実
の
政
治
を
担
当
す
る
政
党
と
し
て
は
社
会
民
主
主
義
の
線
を
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

　

そ
の
第
二
は
、
第
一
次
欧
洲
大
戦
以
後
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
一
大
勢
力
圏
を
形
づ
く
る
よ
う
に

な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
は
最
早
や
っ
て
行
け
な
く
な
っ
た
、
と
い
う

事
態
の
急
変
の
も
た
ら
す
影
響
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
は
、
社
会
主
義
的
ブ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
す
る
に
当
っ
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て
も
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
国
民
に
如
何
に
響
く
か
と
い
う
こ
と
を
気
に
か
け
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
社
会
主
義
政
策
も
、
そ
の
実
施
に
当
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
と
た
え
ず
調
節
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
に
、
外
か
ら
の
大
き
な
制
限
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う＊

。

＊　

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
社
会
主
義
を
、
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
な
い
し
は
民
主
主
義
の
考
え
方
と
調
節
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
一

つ
の
現
わ
れ
と
し
て
、N

orm
ann Engell: The B

ritish R
evolution and the A

m
erican D

em
ocracy, 1919.

を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
「
社
会
改
良
主
義
」（social reform

ism

）
の
立
場
に
立
つ
。

社
会
改
良
主
義
は
、
資
本
主
義
制
度
の
欠
陥
を
認
め
な
が
ら
―
―
し
か
し
社
会
生
活
の
基
調
と
し
て
の
資
本
主
義
制
度
そ
の
も

の
は
是
認
し
た
上
で
、
―
―
で
き
る
だ
け
そ
の
欠
陥
の
是
正
・
克
服
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
、
自
由
0

0

主
義
0

0

は
私
有
財
産
制
と
自
由
競
争
原
理
を
社
会
進
歩
の
根
本
原
理
と
考
え
る
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
制
度
・
原
理
に
も
と
ず
く
資

本
主
義
的
社
会
秩
序
を
永
続
的
な
も
の
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
し
社
会
主
義

0

0

0

0

は
、
資
本
主
義
体
制
は
そ
の
内
蔵

す
る
矛
盾
の
故
に
必
然
的
に
崩
壊
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
改
良
主
義

0

0

0

0

0

0

は
ま
さ
に
自

由
主
義
と
社
会
主
義
と
の
中
間
0

0

に
位
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
社
会
的
地
盤
か
ら
い
え
ば
、
自
由
主
義

が
資
本
家
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
社
会
主
義
が
労
働
者
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
社
会
改
良
主

義
は
中
産
階
級
を
地
盤
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
元
来
「
中
産
階
級
」
と
い
う
も
の

が
雑
多
な
分
子
で
構
成
さ
れ
る
階
層
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
盤
の
上
に
成
り
立
つ
社
会
改
良
主
義
が
複
雑
多
岐
な
思
想
内
容
を

も
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
社
会
改
良
主
義
は
そ
の
思
想
の
性
格
か
ら
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い
っ
て
、
労
働
者

0

0

0

や
資
本
家

0

0

0

に
よ
っ
て
信
奉
さ
れ
る
場
合
も
決
し
て
珍
ら
し
く
は
な
い
。
前
の
場
合
は
社
会
民
主
主
義
的
な
色

彩
を
も
っ
た
改
良
主
義
と
な
り
、
後
の
場
合
は
い
わ
ゆ
る
「
修
正
資
本
主
義
」（revised capitalism

）
の
形
態
を
と
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
社
会
改
良
主
義
が
典
型
的
な
形
を
も
っ
て
最
初
に
現
わ
れ
た
の
は
、
―
―
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
後
進
性

0

0

0

を
地
盤
と

し
て
―
―
十
九
世
紀
七
十
年
代
に
お
け
る
社
会
政
策
学
派
の
主
張
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
資
本
主
義
は
十
九
世

紀
の
五
・
六
十
年
代
に
至
っ
て
急
速
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
七
〇
年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
の
普
仏
戦
争
が
ド
イ
ツ
側
の

勝
利
に
終
っ
た
後
の
経
済
界
の
好
況
と
そ
れ
に
続
く
恐
慌
と
は
、
早
く
も
自
由
主
義
経
済
の
欠
陥
を
暴
露
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
問
題
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ド
イ
ツ
社
会
政
策
協
会
（Verein für Sozialpolitik

）
に
属
す
る
経
済

学
者
た
ち
す
な
わ
ち
社
会
政
策
学
派
は
、
―
―
資
本
家
活
動
の
自
由
放
任
を
主
張
す
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
を
批
判
す
る
立

場
に
立
っ
て
―
―
一
八
七
二
年
十
月
「
社
会
問
題
討
論
会
」
を
結
成
し
て
工
場
法
・
労
働
組
合
・
住
宅
問
題
な
ど
の
討
論
・
研

究
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
討
論
会
の
開
会
の
辞
に
お
い
て
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
（G

ustav Schm
oller, 1837-1917

）
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
会
議
は
現
状
の
破
壊
を
課
題
と
せ
ず
、
新
し
い
経
済
秩
序
を
導
入
せ
ず
、
冒
険
的
な
実
験
を

行
な
わ
ず
、
む
し
ろ
既
存
の
も
の
に
結
び
つ
き
、
型
に
は
ま
っ
た
一
律
の
原
理
に
よ
ら
ず
し
て
経
験
か
ら
得
た
見
識
に
よ
っ
て
、

賢
明
な
改
革
を
行
な
お
う
と
欲
す
る
、」
と
。

　

シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
指
導
の
下
に
社
会
政
策
協
会
の
代
弁
的
役
割
を
演
じ
た
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
（Lujo B

rentano, 1844-1931

）

は
、『
現
代
の
労
働
者
組
合
』（D

ie A
rbeitergilden der G

egenw
art, 1871-72

）
の
中
で
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
は
労
働
は

商
品
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
労
働
者
は
―
―
そ
の
生
活
の
た
め
に
―
―
売
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
商
品
で
あ
る
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労
働
を
不
利
な
条
件

0

0

0

0

0

に
お
い
て
販
売
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
社
会
問
題
解
決
の
第
一
は
労
働
者

を
こ
の
よ
う
な
不
利
な
地
位
か
ら
解
放
し
て
賃
銀
水
準
を
最
低
生
活
費
以
上
に
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
労
働
者

階
級
の
団
結
の
自
由
を
承
認
し
て
、
労
働
組
合
の
自
主
的
活
動
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
の
経
済
的
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
明
ら
か
に
自
由
主
義
の
反
対

0

0

0

0

0

0

0

者0

で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
社
会
の
進
歩
を
達
成
す
る
た
め
に
は
社
会
内
部
に
お
け
る
生
活
条
件
の

或
る
程
度
の
不
平
等
は
む
し
ろ
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
と
し
て
、
私
有
財
産
権
や
相
続
権
に
対
し
て
も
特
定
の
倫
理
的
意
義
を

認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
は
確
に
社
会
主
義
の
反
対
者

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
っ
て
、
両
面
相
合
し
て
誠
に
典
型
的
な
「
社
会
改
良
主
義
者
」

で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
改
良
主
義
思
想
が
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
後
進
性
を
地
盤
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
そ
の
経
済
の
発
展
は
―
―
ド
イ
ツ
の
場
合
と
同
様
―
―
後
進
性
を
特
徴
と
し
て
い
た
ば
か
り
で

な
く
、
さ
ら
に
そ
の
上
、
広
大
な
自
由
地
の
存
在
・
封
建
的
支
配
体
制
の
欠
如
・
階
級
分
化
の
非
固
定
化
な
ど
、
社
会
主
義
運

動
の
発
展
す
る
基
盤
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
一
八
八
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
社
会
政
策
学
派
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
社
会
改
良
主
義
思

想
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
に
創
立
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
経
済
学
会
」（A

m
erican Econom

ic A
ssociation

）
に

属
す
る
経
済
学
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
社
会
改
良
主
義
を
身
に
つ
け
て
帰
っ
て
来
た
人
た
ち
で
あ
る
が
、
そ

の
代
表
者
と
し
て
イ
ー
リ
（R

ichard Ely, 1854-1943

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ー
リ
の
根
本
思
想
は
、
労
働
者
の
倫
埋
的
向
上
と
国
家
の
適
度
の
経
済
関
与
に
よ
っ
て
、
労
資
の
対
立
か
ら
生
じ
る
社
会

問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。「
ア
メ
リ
カ
経
済
学
会
」
の
綱
領
の
中
に
は
、「
労
資
の
闘
争
か
ら
生
じ
る
社
会
問
題
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近
世

の
解
決
に
つ
い
て
は
、
教
会
と
国
家
と
科
学
と
の
協
力
に
ま
つ
べ
き
こ
と
」
と
い
う
一
項
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
イ
ー
リ
の
起
草

に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
『
社
会
主
義
と
社
会
改
良
』（Socialism

 and Social R
eform

, 1894

）
に
お
い
て
社
会

主
義
の
不
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
『
産
業
社
会
進
化
論
』（Studies in the Evolution of Industrial Society, 1903

）

の
第
十
五
章
「
社
会
改
良
の
可
能
性
」
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
科
学
的
に
い
え
ば
、
社
会
主
義
に
代
わ
る

も
の
は
―
―
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
―
―
資
本
す
な
わ
ち
生
産
手
段
の
私
有
0

0

な
ら
び
に
産
業
に
お
け
る
競
争
0

0

に
立
脚
す
る
と
こ

ろ
の
・
わ
れ
わ
れ
の
複
雑
な
社
会
経
済
秩
序
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
競
争
と
相
並
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
競
争
を
制
限
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
企
業
結
合
を
も
ち
、
さ
ら
に
そ
の
企
業
持
合
の
社
会
的
規
制

0

0

0

0

0

の
端
初
を
も
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
公
共
的

利
益
の
た
め
に
今
後
ま
す
ま
す
拡
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
…
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
―
―
社
会
主
義
に
対
す
る

―
―
実
践
的
代
替
物
は
、
社
会
改
良
と
そ
の
可
能
性
で
あ
る
、」
と
。

　

し
か
し
な
が
ら
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
末
期
資
本
主
義
（Spätkapitalism

us

）
の
段
階
に
入
る
と
共
に
、
労
働
力

そ
の
他
の
生
産
資
源
の
顕
著
な
・
し
か
も
慢
性
的
な
不
完
全
利
用
状
態
が
発
生
し
て
「
豊
か
さ
の
中
の
貧
し
さ
」（poverty in 

plenty

）
が
現
わ
れ
は
じ
め
、
一
九
二
九
年
以
後
つ
い
に
「
大
不
況
」（The G

reat D
epression

）
と
い
う
固
有
名
詞
で
呼
ば
れ

る
大
規
模
な
・
且
つ
長
期
に
わ
た
る
不
況
が
世
を
お
お
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
字
通
り
の
起
死
回
生
策
を
講
じ

る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
没
落
に
お
ち
込
ん
で
行
く
よ
う
な
危
機
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
一
九
三
三
年
三
月
フ
ー
ヴ
ァ
ー

（H
erbert C

lark H
oover, 1874-1964

）
の
後
を
つ
い
で
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
就
任
し
た
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（Franklin D

elano 

R
oosevelt, 1882-1945

）
は
、
就
任
と
同
時
に
―
―
混
乱
窮
迫
の
国
民
経
済
を
復
興
し
・
大
衆
の
苦
難
を
救
済
す
る
た
め
に
―

―
時
局
に
善
処
し
て
着
々
各
種
の
政
策
を
実
行
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
各
種
の
政
策
に
は
そ
の
根
底
を
貫
く
共
通
の
特
質



二
五
七

第
十
二
節　

非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

が
認
め
ら
れ
る
。そ
れ
は
従
来
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
と
な
っ
て
い
た
個
人
的
自
由
主
義
と
政
治
的
放
任
主
義
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
、

反
対
に
集
団
的
協
力
主
義
と
国
家
に
よ
る
経
済
へ
の
統
制
主
義
が
最
高
の
指
導
原
理
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

れ
は
確
か
に
画
期
的
な
革
新
政
策
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
就
任
以
来
実
施
せ
ら
れ
た
各
種
の
革

新
政
策
を
総
括
し
て
「
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
」（N

ew
 D

eal

）
と
呼
ん
で
い
る
。「
新
し
い
措
置
」
あ
る
い
は
「
新
し
い
政
策
」

と
い
う
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
核
心
を
な
し
て
い
る
も
の
が
一
九
三
三
年
六
月
十
六
日
に
公
布
・
実
施
せ
ら
れ
た

「
ニ
ラ
」（N

. I. R
. A

.=N
ational Industrial R

ecovery A
ct

）
す
な
わ
ち
「
国
民
産
業
復
興
法
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
「
ニ
ラ
」
の
第
一
条
は
ニ
ラ
政
策
の
目
的
お
よ
び
手
段
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
失
業
の
増
大
・
産
業
の
衰
退
・
物
価

の
低
落
・
賃
銀
の
暴
落
・
生
活
水
準
の
低
下
な
ど
一
連
の
事
象
が
か
ら
み
合
っ
て
渦
を
巻
く
国
民
経
済
の
非
常
事
態
に
際
会

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
政
府
お
よ
び
議
会
は
放
任
主
義
の
態
度
を
す
て
て
、
労
働
お
よ
び
資
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
内
、
な
ら
び

に
両
陣
営
間
の
協
力
運
動
を
基
礎
に
し
た
国
権
的
統
制
の
手
段

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
、「
失
業
の
減
少
・
購
買
力
の
増
進
・
産
業
の
回
復
」

と
い
う
目
標
に
向
っ
て
つ
き
進
ん
で
い
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
条
は「
公
正
競
争
の
規
約
」（C

ode 

of Fair C
om

petition

）
と
題
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
破
壊
的
な
過
当
競
争
を
調
節
す
べ
き
同
業
組
合
規
約
（C

ode of Trade 

A
ssociation

）
を
基
礎
に
し
た
国
権
的
商
工
業
統
制

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な
ら
び
に
右
の
規
約
の
実
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
輸
入
貿
易
の

統
制
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
第
三
条
は
ニ
ラ
政
策
の
一
方
の
目
標
で
あ
る
と
こ
ろ
の
商
工
業
資
本
の
窮
迫
打
開

に
対
す
る
手
段
と
し
て
、
業
界
の
集
団
的
協
力
主
義
と
国
権
的
統
制
主
義
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
第

七
条
は
、
ニ
ラ
政
策
の
も
う
一
方
の
目
標
で
あ
る
と
こ
ろ
の
労
働
階
級
の
窮
迫
状
態
す
な
わ
ち
大
量
の
失
業
と
賃
銀
の
激
落
と

に
対
し
て
救
済
手
段
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
、
集
団
的
協
力
主
義
と
こ
れ
に
立
脚
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す
る
国
権
的
統
制
主
義
と
が
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
七
条
は
雇
傭
条
件
の
決
定
に
関
し
て
、
一
方
に
お
い
て
は
労
働
者
が

団
体
を
結
成
し
て
―
―
自
由
に
選
定
し
た
代
表
者
を
通
じ
て
―
―
雇
主
と
の
間
に
団
体
協
約
を
締
結
し
得
る
権
利
を
認
め
、
他

方
に
お
い
て
は
雇
主
側
が
何
ら
か
の
方
法
で
右
の
労
働
者
の
権
利
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
周
到
な
予
防
規
定
を
設
け
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
最
低
賃
銀
、
最
長
労
働
時
間
そ
の
他
お
よ
そ
ニ
ラ
政
策
の
目
的
達
成
に
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
労
働

条
件
の
標
準
が
、
行
政
手
段
に
よ
る
実
質
的
強
制
に
も
と
ず
い
て
団
体
協
約
的

0

0

0

0

0

に
締
結
せ
ら
る
べ
き
こ
と
が
規
定
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
内
容
を
も
っ
た
「
ニ
ラ
」
を
制
定
し
た
こ
と
自
体
が
、
―
―
産
業
界
に
お
け
る
自
由
競
争
の
確
保
と

政
治
的
干
渉
か
ら
の
自
由
と
を
最
高
原
理
と
す
る
―
―
ア
メ
リ
カ
の
伝
統

0

0

0

0

0

0

0

に
対
す
る
不
信
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、「
ニ
ラ
」
が
有
効
期
間
僅
か
二
箇
年
の
一
特
別
法
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
意
義
を
軽
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
般
法
は
社
会
の
推
移
に
従
っ
て
常
に
特
別
法
の
形
を
も
っ
て
分
解
し
、
そ

の
特
別
法
の
中
に
一
見
例
外
的
に
示
さ
れ
た
新
法
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
、
や
が
て
次
の
時
代
の
一
般
法
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
逃

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

資
本
主
義
体
制
の
わ
く
の
中
で
新
ら
し
い
法
理
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
何
も
「
ニ
ラ
」
に
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で

に
そ
れ
に
先
き
立
つ
こ
と
十
数
年
、
一
九
一
九
年
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
そ
の
第
一
五
三
条
第
三
項
に
「
所
有
権
は
義
務
を

伴
な
う
。
そ
の
行
使
は
、
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
役
だ
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
画
期
的
な
革
新
的
原
則
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
を

一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
」
で
「
所
有
権
は
神
聖
不
可
侵
の
権
利
で
あ
る
」
と
揚
言
し
て
い

る
の
と
思
い
あ
わ
せ
る
と
き
、
百
数
十
年
の
間
に
人
間
社
会
が
い
つ
の
間
に
か
大
き
な
転
回
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
驚

か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
近
世
市
民
社
会
が
、
他
か
ら
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
私
所
有
権
絶
対
性
の
原
則
と
、
個
人
の
完
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全
な
自
由
意
志
を
尊
重
す
る
契
約
自
由
の
原
則
と
を
も
っ
て
は
な
ば
な
し
く
登
場
し
た
と
き
、
人
々
は
人
類
の
輝
か
し
い
将
来

を
こ
こ
ろ
か
ら
ほ
め
た
た
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
運
命
的
不
平
等
を
体
現
す
る
封
建
的
「
身
分
」
の
桎
梏
か
ら
人
間
を
解

放
し
て
、
独
立
自
由
な
私
人
に
―
―
そ
れ
ぞ
れ
自
発
的
な
意
志
に
も
と
ず
く
「
契
約
」
に
よ
っ
て
―
―
自
由
に
活
動
す
る
こ
と

の
で
き
る
天
地
を
保
証
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

契
約
は
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、ま
た
自
由
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
真
に
自
由
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、

当
事
者
同
士
が
相
互
に
全
く
独
立
・
平
等
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
の
生
活
関
係
に
お
い
て
は
、

文
字
通
り
「
平
等
」
の
関
係
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
仕
事
に
あ
り
つ
か
な
け
れ
ば
妻
子
も
ろ

と
も
飢
え
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
労
働
者
と
、
少
し
ぐ
ら
い
工
場
を
閉
鎖
し
て
も
な
ん
と
も
な
い
工
場
主
と
の
間
に
、
契
約

の
自
由
0

0

が
あ
り
得
る
筈
は
な
い
。
そ
う
い
う
現
実
に
目
を
ふ
さ
い
で
、
抽
象
的
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
「
人
格
」
概
念
を
基
準

と
す
る
「
契
約
自
由
の
原
則
」
を
な
お
も
し
い
て
固
執
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
社
会
的
権
勢
者
の
た
め
に
専
制
の
手
段
を
提
供

し
・
社
会
的
無
力
者
に
対
し
て
そ
の
専
制
へ
の
無
条
件
的
服
従
を
強
要
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。「
個
人
」

を
現
実
の
生
活
関
係
か
ら
ひ
き
離
し
て
、た
だ
観
念
的
に
尊
重
す
る
こ
と
は
、「
個
人
」
に
と
っ
て
は
誠
に
有
難
迷
惑
で
あ
っ
て
、

決
し
て
真
に
「
個
人
」
を
尊
重
す
る
ゆ
え
ん
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
従
来
の
個
人
本
位
の
法
理
は
、
す
で
に
歴
史
的

役
割
を
果
し
終
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
個
人
を
現
実
の
具
体
的
な
社
会
的
基
盤
に
お
い
て
健
全
に
生
か
す
途
を
工
夫

す
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
に
お
け
る
法
の
使
命
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
理
の
重
点
は
「
個
人
法
か
ら
社
会
法
へ
」
と
移
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
法
の
動
く
一
般
的
方
向

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
し
め
す
観
念
と
し
て
の
社
会
法
は＊

、次
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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近
世

イ
、
社
会
法
は
抽
象
的
人
格
概
念
の
背
後
に
あ
る
具
体
的
個
人
の
特
質
、
す
な
わ
ち
社
会
的
強
者
0

0

あ
る
い
は
弱
者
0

0

た
る
地
位

を
明
瞭
な
ら
し
め
る
。

ロ
、
個
人
法
の
も
と
ず
く
平
等
0

0

の
思
想
に
対
し
て
、
社
会
法
の
も
と
ず
く
と
こ
ろ
は
均
衡
0

0

の
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
交

換
的
正
義
に
代
っ
て
配
分
的
正
義
が
支
配
す
る
。

ハ
、
社
会
法
に
お
い
て
は
、
当
事
者
で
あ
る
私
人
の
背
後
に
第
三
者
と
し
て
、
或
は
ま
た
お
も
な
当
事
者
と
し
て
、
社
会
や

国
家
が
監
視
し
・
時
に
は
干
渉
す
る
。

＊　
「
社
会
法
」
は
か
つ
て
は
法
の
動
く
一
般
的
方
向
を
し
め
す
観
念
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
月
で
は
六
法
全
書
の
中
で
一

部
門
を
形
づ
く
る
ま
で
に
、
実
定
法
と
し
て
も
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

　

か
よ
う
な
特
色
を
も
っ
た
社
会
法
と
し
て
わ
が
国
に
お
い
て
は
従
来
、
労
働
者
保
護
法
・
借
地
法
・
借
家
法
・
小
作
法
・
身

元
保
証
法
を
は
じ
め
各
種
の
調
停
法
な
ど
、
多
く
の
特
別
法
が
制
定
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
新
憲
法
第
二
十
七

条
の
い
わ
ゆ
る
「
労
働
基
本
権
」
の
内
容
を
具
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
労
働
基
準
法
」（
昭
和
二
十
二

年
）
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
そ
の
第
七
十
九
条
に
は
「
労
働
者
が
業
務
上
死
亡
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
遺
族
ま
た
は
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
た
者
に
対
し
て
、
平
均
賃
銀

の
千
日
分
の
遺
族
補
償
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
使
用
者

す
な
わ
ち
事
業
主
は
、
個
々
の
労
働
者
と
の
自
由
契
約
に
も
と
ず
い
て
始
め
て
か
よ
う
な
補
償
の
義
務
を
負
う
の
で
は
な
い
。

（
右
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
た
契
約
を
自
由
意
志
に
も
と
ず
い
て
結
ぶ
事
業
主
は
、
お
そ
ら
く
ま
れ
で
あ
ろ
う
。）
ま
た
工
場
設

備
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
い
わ
ゆ
る
「
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
事
業
主
が
か
よ
う
な
義
務
を
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非
共
産
主
義
的
社
会
思
想

負
う
の
で
も
な
い
。（
も
し
そ
う
い
う
建
前
に
す
る
な
ら
ば
、
過
失
の
証
明
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
か
ら
、
結
局
遺
族
は
救
わ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。）
労
働
基
準
法
は
、
遺
族
補
償
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
契
約
に
も
基
づ
か
ず
過
失
に
も
よ

ら
な
い
補
償
義
務
を
、
事
業
主
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
契
約
に
も
よ
ら
ず
ま
た
過
失
も
な
く
し
て
負
担
す
る

補
償
義
務
、
―
―
そ
れ
は
契
約
自
由
の
原
則
と
過
失
主
義
の
原
則
を
所
有
権
絶
対
性
の
原
則
と
共
に
三
大
原
理
と
す
る
・
い
わ

ゆ
る
「
市
民
法
的
世
界
」
あ
る
い
は
「
ロ
ー
マ
法
的
世
界
」
の
全
く
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
ま
さ
に
こ
こ
に
こ
そ
、

動
く
法
の
姿
―
―
動
く
社
会
と
人
間
の
姿
が
、
見
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
を
ひ
た
す
ら
自
由
に
活
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
的
の
た
め
に
、
各
自
の
「
自
由
な
意
志
」
を
も
っ

て
法
形
成
の
主
要
な
根
源
と
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
も
ろ
も
ろ
の
法
律
関
係
は
個
人
相
互
間
の
意
志
表
示
を
ま
っ
て
始
め
て
成

立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
公
の
秩
序
ま
た
は
善
良
の
風
俗
に
反
し
な
い
限
り
、
如
何
な
る
内
容
の
契
約
を
も
自

由
に
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
社
会
問
題
が
―
―
個
人
相
互
間
の
自
由
処
理
に
ま
か
せ
て
お
く
の

に
は
―
―
あ
ま
り
に
深
刻
化
す
る
に
従
い
、
特
に
わ
が
国
の
場
合
の
よ
う
に
乏
し
い
資
源
で
・
し
か
も
お
互
い
に
で
き
る
だ
け

「
人
間
ら
し
い
生
活
」
を
営
も
う
と
す
る
社
会
共
同
生
活
の
現
実
の
要
求
に
合
致
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
契
約
の
内
容
が
法
律

に
よ
っ
て
規
制
0

0

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
例
え
ば
地
代
家
賃
統
制
令
）、
さ
ら
に
進
ん
で
は
強
制
0

0

契
約
の
時
代
が
到
来
す
る
に
至

っ
た
。
強
制
契
約
と
は
、
国
家
が
―
―
公
共
の
利
益
の
た
め
に
―
―
単
に
契
約
の
内
容
を
規
制
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に

一
歩
を
進
め
て
契
約
締
結
の
自
由
を
も
制
限
す
る
も
の
を
い
う
（
例
え
ば
労
働
基
準
法
）。
も
し
合
意
と
い
う
こ
と
を
契
約
成

立
の
必
要
か
つ
十
分
な
要
件
と
考
え
る
な
ら
ば
、
強
制
契
約
は
も
は
や
契
約
の
範
疇
の
中
に
は
入
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
変
質
し
た
の
は
決
し
て
契
約
自
由
の
原
則
ば
か
り
で
は
な
い
。
契
約
自
由
の
原
則
と
つ
ね
に
並
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び
称
せ
ら
れ
る
所
有
権
絶
対
性
の
原
則
に
つ
い
て
み
て
も
、
―
―
最
近
の
農
地
関
係
の
法
律
に
よ
れ
ば
―
―
農
地
を
勝
手
に
宅

地
に
変
え
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
不
当
に
広
い
農
地
を
所
有
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
制
限
さ
れ
て
い

る
有
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
注
目
す
べ
き
諸
事
態
の
陸
続
た
る
出
現
に
対
し
て
、
し
か
し
そ
れ
ら
を
規
定
す
る
法
律
は
要
す
る

に
特
別
法
で
あ
り
例
外
法
で
あ
る
と
し
て
、
な
お
も
依
然
と
し
て
「
所
有
権
の
絶
対
性
」
と
「
契
約
の
自
由
」
の
夢
を
見
続
け

得
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
の
推
移
に
従
い
一
般
法
は
常
に
特
別
法
の
形
を
も
っ
て
分
解
し
、
そ
の
特

別
法
の
中
に
一
見
例
外
的
に
示
さ
れ
た
新
法
理
こ
そ
、
や
が
て
次
の
時
代
の
一
般
法
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ

れ
は
深
く
思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
契
約
も
所
有
も
そ
の
内
容
が
公
共
の
利
益
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の

と
す
れ
ば
、前
掲
の
労
働
基
準
法
に
よ
り
事
業
主
が
契
約
に
も
よ
ら
ず
ま
た
過
失
も
な
く
し
て
負
担
す
る
補
償
義
務
の
正
体
も
、

今
や
明
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
国
家
に
対
す
る
義
務
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
労

働
基
準
法
第
百
十
九
条
に
は
、
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
い
事
業
主
は
「
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
千
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
」
旨
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
刑
罰
の
制
裁
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
事
業
主
は
自
分
の
雇
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
る
労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
を
扶
助
す
べ
き
義
務
を
国
家
に
対
し
て
負
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
法
的
な
意
味
に
お
い
て
単
な
る

公
法
的
関
係
で
も
な
け
れ
ば
も
ち
ろ
ん
単
な
る
私
法
的
関
係
で
も
な
く
、
ま
た
公
法
と
私
法
と
に
よ
っ
て
分
け
ど
り
さ
る
べ
き

中
間
領
域
を
形
づ
く
る
も
の
で
も
な
く
し
て
、
む
し
ろ
「
公
」
の
関
係
と
「
私
」
の
関
係
と
が
相
互
に
浸
透
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
そ
の
特
質
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
公
私
の
内
面
的
浸
透

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
基
本
的
な
事
態
を
深
く
理
解
す

る
こ
と
な
し
に
は
、
現
代
社
会
の
動
向
を
正
当
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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思
想
家
一
覧
表
（
年
代
順
）

―
―
本
書
に
収
め
た
も
の
の
み
に
限
る
―
―

【
底
本
で
は
姓
と
生
没
年
の
み
で
あ
っ
た
が
、
名
を
加
え
、
更
に
、
参
照
さ
れ
た
文
献
・
訳
書
を
記
載
】

古
代

Sōkratēs (B
. C

. 469-399)

A
ristophanes (B

. C
. 451-385)

Phtōn (B
. C

. 427-347)

Π
ολιτεία: 『

国
家
学
』
藤
沢
令
夫
訳(

岩
波
書
店)

な
ど
。

Π
ολιτικός: 『

政
治
家
』『
プ
ラ
ト
ー
ン
全
集
〈3

〉』
岩
波
書
店i1975

Ν
όμοιi : 『

法
律
』
池
田
美
恵
、
森
進
一
、
加
来
彰
俊
訳i

岩
波
文
庫,i1993

A
ristotelēs (B

. C
. 384-322)

“Ethica N
icom

ache”

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
渡
辺
邦
夫
・
立
花
幸
司
訳 『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』 

光
文
社
古
典
新
訳
文
庫

A
thēnaiōn politeria: “C

onstitution of the A
thenians”

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』 

村
川
堅
太
郎
訳 

岩
波
文
庫 1980

Τα Π
ολιτικά

『
国
家
学
』“ Politica”:

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス　

政
治
学
』i

牛
田
徳
子
訳
、京
都
大
学
学
術
出
版
会
〈
西
洋
古
典
叢
書
〉

2001

。

Zēnōn of C
yprus (B

. C
. 336-264)

K
leanthēs (B

. C
. 331-232)
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K
hrusippos (B

r C
. 280-207)

Polybios (B
. C

. 201-120)

H
istoricae, 40 volum

es.;  [“The general history of Polybius”]

C
icero, M

arcus Tulius (B
. C

. 106--43)

Vergilius (B
. C

. 70-19)

Seneca (B
. C

. 4-A
. D

. 65)

Tacitus, C
ornelius (55-120)

D
e m

oribus et populis G
erm

aniae.[“D
e situ, m

oribus et populis G
erm

aniae libellus”]

『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』i

泉
井
久
之
助
訳
岩

波
文
庫
な
ど
。

Epictetus (55-135)

M
arcus A

urelius (121-180)

Papinianus (140-212)

中
世

A
ugustinus, A

urelius (354-430)

“ D
e civitate D

ei” , 

五
世
紀
初
頭
。i

服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』
岩
波
文
庫i

、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
第11-15

巻.
T

hom
as A

quinas (1227-74)

D
ante, A

lighieri (1265-1321)

“D
e M

onarchia”, 1309

『
帝
政
論
』
小
林
公
訳
中
公
文
庫
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M
arsiglio da Padova (1270-1340) [M

arsilio da Padova, 1275/80/90~1342/43]

“D
efensor pacis”, 1324.

C
usanus, N

icolaus (1401-64)
近
世

Plethon, G
eorgios G

em
istos (1389-1464) [1355/60~1452/54]

『
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
と
の
相
異
に
つ
い
て
』（1440

）[ “D
e Platonicae atque A

ristotelicae 

philosphiae differentia, libellus, ex graeca lingua in latinam
 conversus, cum

 praefatione de philosophiae usu ad 

cognitionem
 rerum

 divinarum
 accom

m
odata, authore G

eorgio C
hariandro”]

B
essarion (1403-72)

Valle, Laurentius (1407-1457)

D
e falso credita et em

entita C
onstantini donatione declam

atio, 1439.[“The treatise of Lorenzo Valla on the D
onation of 

C
onstantine”]

Pom
ponazzi, Pietro (1462-1525)

D
e im

m
ortalitate anim

ae, 1516. [“Petri Pom
ponatii M

antuani Tractatus de im
m

ortalitate anim
ae”]

M
achiavelli, N

iccolò (1469-1527)

“Il Principe”, 1532: [“The Prince”]

『
君
主
論
』
佐
々
木
毅
訳
講
談
社
学
術
文
庫
、
森
川
辰
文
訳
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
な
ど
。

“Istoria Florentine”, 1532; 「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
」
米
山
喜
晟
・
在
里
寛
司
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫

“D
iscorsi sopra la prim

a deca di Tito Livio”, 1531.

大
岩
誠
訳
『
ロ
ー
マ
史
論
』
岩
波
文
庫
、
永
井
三
明
訳
「
政
略
論
」.
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。
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又
正
雄
訳i『
戦
争
と
平
和
の
法
』i

全3

巻i1989

年i

酒
井
書
店

H
obbes, Thom

as (1588-1679)

“Leviathan”, 1651.

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ンi1i

～i4

』
水
田
洋
訳
岩
波
文
庫

“D
e C

ive”, 1642.

L
ocke, John (1632-1704)
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岩
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【1720

頃
～1778

】

R
ousseau, Jean Jacques (1712-78)

“D
iscours sur l’origine et les fondem
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岡
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。
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。
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。
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懺
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plète des oeuvres de J. J. Rousseau”, 1782 Tom

e I.

D
iderot, D

enis (1713-84)

Sm
ith, A

dam
 (1723-90)

 “An inquiry into the nature and causes of the w
ealth of nations”, 1776.

『
国
富
論　

国
の
豊
か
さ
の
本
質
と
原
因
に
つ
い
て

の
研
究
』
山
岡
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。
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。
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光
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。

“Zum
 ew

igen Frieden, ein philosophischer Entw
urf”, 1795.

『
永
久
平
和
の
た
め
に
』:

宇
都
宮
芳
明
訳
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』

岩
波
文
庫
、
他
。

Priestley, Joseph (1733-1804)
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。
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デ
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叙
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。
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岡
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。
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テ
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』
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“A constitution for the socialist com
m

onw
ealth of G

reat Britain”, 1920.

『
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
』

“The decay of capitalist civilization”, 1923.

『
資
本
主
義
文
明
の
衰
退
』

“Soviet com
m

um
im

: A
 new

 civilization”, 1937.

『
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
―
―
新
し
い
文
明
』

W
eber, M

ax (1864-1920)
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Troeltsch, Ernst (1865-1923)

『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
』
内
田
芳
明
訳
岩
波
文
庫

L
enin, V

ladim
ir (1870-1924)

『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』1914.

『
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
学
説
』

『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』（1909

）

Pound, R
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連
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史
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ア
社
会
思
想
史
」（
岩
崎
書
店
）



二
七
六

〔
附
記
〕
社
会
思
想
史
に
関
す
る
外
国
語
の
文
献
は
、
最
初
に
あ
げ
た
「
社
会
思
想
史
十
講
」
の
巻
末
に
、「
社
会
思
想
史
参
考

文
献
」
と
し
て
、
77
冊
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

底
本
：『
社
会
思
想
史
』
新
版
第
一
刷1964
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