
 

人
は
全
く
の
理
性
的
存
在
で
は
な
く
、
感
情
と
信
念
の
存
在
で
も
あ
り
、

高
度
に
理
性
的
な
人
で
さ

え
、
多
分
明
瞭
に
は
意
識
す
る
こ
と
さ
え
な
く
、
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
解
決
が
科
学

 

し
か
し
た
と
え
こ
の
よ
う
な
付
随
的
性
格
が
科
学
的
理
論
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
追
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、

逆
に
こ
れ
ら
の
科
学
的
理
論
を
研
究
す
る
人
々
の
内
部
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
事
欠
く
こ
と
は
決
し
て

な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

人
は
し
ば
し
ば
自
由
主
義
的
経
済
学
、
キ
リ
ス
ト
教
的
経
済
学
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
経
済
学
、
社
会
主
義

的
経
済
学
、
等
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
。
科
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
科
学

的
命
題
は
真
か
偽
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
、
自
由
主
義
的
で
あ
る
と
か
社
会
主
義
的
で
あ
る
と
か
と
い

っ
た
、
別
種
の
条
件
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
条
件
、
あ
る
い
は
無
神
論
的
条

件
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
体
力
学
の
方
程
式
を
積
分
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
全
く
の
愚
行
で
あ
ろ

う
。 

 

本
書
は
も
っ
ぱ
ら
科
学
的
目
的
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
あ
る
学
説
な
い
し
は
動
向
を
擁
護
し
よ
う

と
す
る
意
図
、
あ
る
い
は
他
の
学
説
な
い
し
は
動
向
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
本
書
に
は
関
係
が
な

い
。
私
は
誰
か
を
説
得
し
よ
う
と
は
望
み
さ
え
し
な
い
。
私
は
真
実
を
客
観
的
に
探
求
し
よ
う
と
い
う
願

望
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

科
学
は
事
物
、
事
象
の
あ
い
だ
の
関
係
を
確
定
し
、
そ
う
し
た
関
係
が
呈
示
す
る
斉
一
性

ユ
ニ
フ
ォ
ル
ミ
テ

（uniform
ité

）

を
発
見
す
る
こ
と
に
の
み
専
念
す
る
。
人
々
が
原
因
．
．
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
の
研
究
は
、
も
し
そ
れ
に
よ

っ
て
他
の
事
実
と
一
定
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
或
る
事
実
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
科
学
に
属

し
、
斉
一
性
と
い
う
先
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
。
し
か
し
人
々
が
第
一
原
因

．
．
．
．
と
呼
ん
で
き
た
と
こ
ろ

の
も
の
、
そ
し
て
一
般
に
経
験
の
範
囲
を
越
え
る
あ
ら
ゆ
る
実
体
は
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
科
学
の

領
域
の
外
部
に
あ
る
。 

  
 

序
言 

  

本
書
の
輪
郭
―
科
学
的
立
場
―
感
情
の
影
響
―
感
情
は
科
学
に
対
し
て
無
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
社
会
生
理
学

の
若
干
の
原
理
の
要
約
―
富
の
分
配
―
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
―
エ
リ
ー
ト
の
継
起
―
エ
リ
ー
ト
の
凋
落
―
貴
族
階

級
は
た
え
ず
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
エ
リ
ー
ト
周
流
の
単
な
る
遅
滞
が
社
会
に
対
し
て
致
命
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
―
エ
リ
ー
ト
は
社
会
の
外
か
ら
来
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
社
会
の
内
部
で
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
―
エ

リ
ー
ト
は
原
理
的
に
農
民
階
級
か
ら
出
、
厳
し
い
選
択
の
産
物
で
あ
る
―
エ
リ
ー
ト
の
周
流
現
象
は
人
々
の
意
識
に
ど

の
よ
う
に
表
わ
れ
る
か
―
一
般
に
客
観
的
現
象
と
主
観
的
現
象
と
は
異
な
る
―
歴
史
と
社
会
学
に
つ
い
て
は
、
社
会
学

か
ら
歴
史
が
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
人
々
は
非
常
に
し
ば
し
ば
彼
ら
を
行
動
に
か
り
立
て
る
諸
力
を
意
識

し
な
い
―
人
々
の
行
動
の
大
多
数
は
そ
の
起
源
を
理
性
の
う
ち
に
見
出
さ
な
い
―
し
か
し
人
々
は
そ
の
行
動
が
理
性

に
基
づ
い
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
を
好
む
―
彼
ら
は
想
像
上
の
原
因
を
発
見
す
る
―
我
々
は
す
べ
て
の
問
題
を
客

観
的
視
点
及
び
主
観
的
視
点
か
ら
論
ず
る
―
史
的
唯
物
論
―
そ
の
欠
陥
―
波
動
的
律
動
的
運
動
―
例
―
感
情
の
顕
著

に
可
変
的
な
形
態
と
は
る
か
に
持
続
的
な
内
容
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
―
他
の
エ
リ
ー
ト
を
権
力
か
ら
追
放
し

よ
う
と
す
る
エ
リ
ー
ト
は
し
ば
し
ば
自
ら
を
被
抑
圧
者
の
擁
護
者
で
あ
る
と
す
る
―
し
か
し
権
力
に
到
達
す
る
や
い

な
や
今
度
は
自
ら
が
被
抑
圧
者
を
抑
圧
す
る
―
こ
の
点
に
つ
い
て
の
幻
想
―
人
道
主
義
的
感
情
の
侵
入
は
し
ば
し
ば

あ
る
エ
リ
ー
ト
の
凋
落
を
告
げ
る
徴
候
で
あ
る
―
権
利
は
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
―
エ
リ
ー
ト
の
継
起
に
つ
い
て

の
具
体
的
事
例
―
社
会
主
義
的
感
情
の
起
源
―
下
層
階
級
の
感
情
―
上
流
階
級
の
感
情
―
科
学
的
観
念 
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物
理
諸
科
学
へ
の
感
情
の
侵
入
は
常
に
そ
れ
ら
の
進
歩
を
遅
ら
せ
、
時
に
は
進
歩
を
全
く
■
停
め
て
■

し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
科
学
が
こ
う
し
た
有
害
な
作
用
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
免
か
れ
て
か
ら
ま
だ
余
り
年
月

は
経
過
し
て
お
ら
ず
、
今
日
そ
れ
ら
が
な
し
と
げ
た
全
く
異
常
な
飛
躍
が
始
ま
っ
た
の
は
そ
れ
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。
社
会
諸
科
学
の
場
合
に
は
逆
に
全
く
感
情
に
従
属
し
た
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
（
１
）

、
そ
の

影
響
は
、
物
理
諸
科
学
の
場
合
と
同
様
有
害
で
あ
り
、
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
「
倫
理
主
義
的
」
感

情
の
再
昂
進
と
社
会
主
義
的
信
念
の
成
長
と
の
た
め
に
増
大
し
さ
え
し
た
。 

 

科
学
は
、
科
学
的
研
究
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
実
験
的
研
究
の
範
囲
外
に
逃
れ
る
問
題
に

つ
い
て
感
情
が
提
供
す
る
解
決
の
な
か
に
は
、
何
ら
見
る
べ
き
も
の
を
も
た
な
い
。
科
学
は
自
ら
の
領
域

か
ら
外
に
出
よ
う
と
す
る
た
び
に
、
単
な
る
言
葉
の
遊
び
だ
け
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
。
同
じ
よ
う
に
感

情
も
科
学
的
研
究
の
中
に
は
そ
の
場
所
を
も
た
な
い
。
そ
し
て
、
不
幸
に
し
て
余
り
に
し
ば
し
ば
起
っ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
感
情
が
科
学
の
領
域
に
侵
入
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
深
刻
に
真
実
の
探
求

を
妨
げ
、
誤
謬
と
空
想
的
概
念
の
尽
き
ざ
る
源
泉
で
あ
っ
た
。
直
角
三
角
形
の
平
方
の
定
理
を
「
一
七
八

九
年
の
不
滅
の
原
理
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
祖
国
の
未
来
へ
の
信
念
」
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
欲

す
る
こ
と
は
全
く
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
社
会
に
お
い
て
富
の
配
分
が
従
う
法
則
を
証
明
す

る
た
め
に
、
社
会
主
義
的
信
念
に
訴
え
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
天
文
学
と
地
質
学
が
到
達
し
た
結
果
に
同
意
し
た
。
同
じ
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
信
念
と
倫
理
．
．

主
義
者
の

．
．
．
．
信
念
も
経
済
科
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
と
折
れ
合
う
べ
く
努
力
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
原
典
解
釈
が
す
ば
ら
し
い
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
決
し
て
価
値
に
つ
い
て

の
理
論
を
作
り
上
げ
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
積
極
的
意
思

を
少
々
加
え
れ
ば
さ
ら
に
多
く
の
類
似
の
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
科
学
が
あ

ま
り
気
に
し
な
い
事
柄
で
あ
る
。 

の
範
囲
を
越
え
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
偏
見
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ト
リ
ッ

ク
的
天
文
学
や
無
神
論
的
天
文
学
は
存
在
し
な
い
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
天
文
学
者
や
無
神
論
の
天
文
学
者

は
存
在
す
る
。 

（
１
） 

Ｌ
・
ド
ゥ
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
（L. de Saussure

）
氏
の
「
社
会
学
に
お
け
る
科
学
的
立
場
」Le point de vue 

scientifique en sociologie  (Revue scientifique, 12 janvier 1901) 

は
こ
の
点
に
つ
い
て
非
常
に
適
切
に

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
社
会
学
的
諸
科
学
は
今
日
ま
だ
原
初
的
な
局
面
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
起
源
が

近

で
あ
る
た
め
、
社
会
学
的
諸
科
学
は
、
感
情
的
立
場
か
ら
も
、
功
利
主
義
的
立
場
か
ら
も
自
由
に
な
っ
て
い
な
い
。
」

し
か
し
彼
は
、
社
会
学
の
若
干
の
著
作
は
、
不
幸
に
し
て
い
ま
だ
余
り
に
稀
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
自

由
に
な
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
実
証
主
義

．
．
．
．
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
以
降
宗
教

的
・
社
会
主
義
的
感
情
の
影
響
下
に
あ
り
続
け
て
い
る
一
反
動
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
他

方
、
政
治
経
済
学
の
純
粋
に
科
学
的
な
意
味
に
お
け
る
進
歩
は
か
な
り
な
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
・
Ｌ
・
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス

（F. L. E
dgew

orth

）
の
『
数
学
的
心
理
学
』Mathem

atical psychics, 

マ
フ
ェ
オ
・
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ニ
（M

affeo 

Pantaleoni

）
の
『
純
粋
経
済
学
の
原
理
』Principii di econom

ia pura, 

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

（Irving Fisher

）
の
『
価
値
と
価
格
に
つ
い
て
の
数
学
的
研
究
』M

athem
atical investigation in the 

theories of values and price

等
は
も
っ
ぱ
ら
科
学
的
見
地
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
の
一
つ
の

試
み
が
私
の
『
政
治
経
済
学
講
義
』Cours d’econom

ie politique 

で
あ
る
。
一
八
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一

巻
に
お
い
て
私
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
政
治
経
済
学
の
論
議
全
体
に
お
い
て
主
要
な
部
分
は
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
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こ
の
現
象
は
容
易
に
説
明
さ
れ
う
る
。
人
は
天
文
学
や
物
理
学
、
あ
る
い
は
化
学
の
問
題
に
お
い
て
感

情
を
捨
象
す
る
こ
と
の
方
が
、
彼
の
社
会
的
利
害
や
情
熱
に
関
係
す
る
問
題
に
お
い
て
よ
り
も
は
る
か
に

容
易
で
あ
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
コ
ー
シ
ー
（A

ugustin C
auchy

）
は
熱
烈
な
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り

王
党
派
で
あ
っ
た
。
彼
が
こ
う
し
た
感
情
を
、
数
学
が
彼
に
負
う
て
い
る
す
ば
ら
し
い
発
見
の
中
に
、
混

入
さ
せ
ず
に
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
ま
ち
が
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

彼
が
社
会
的
あ
る
い
は
政
治
的
研
究
に
専
心
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
感
情
か
ら
免
れ
る
こ
と

は
は
る
か
に
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

長
広
舌
を
避
け
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
の
内
部
に
秘
密
の
敵
を

持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
我
々
が
こ
の
よ
う
な
道
を
た
ど
る
の
を
妨
げ
よ
う
と
し
、
事
実
の
論
理
的
演
繹
の

中
に
我
々
自
身
の
感
情
を
混
入
さ
せ
る
の
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う

な
欠
陥
を
一
般
的
に
指
摘
す
る
に
際
し
て
は
私
は
自
身
も
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
免
れ
て
い
な
い
こ
と
を
十

分
に
承
知
し
て
い
る
。
私
の
感
情
は
自
由
の
方
向
に
向
か
っ
て
私
を
い
ざ
な
う
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
そ
う
し

た
感
情
に
反
抗
す
る
よ
う
に
心
掛
け
た
が
、
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
限
界
を
越
え
、
自

由
の
た
め
の
議
論
に
重
み
を
か
け
す
ぎ
る
こ
と
を
恐
れ
て
逆
に
そ
れ
に
然
る
べ
く
十
分
な
重
み
を
か
け
な

い
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
同
じ
く
自
分
の
共
有
し
な
い
感
情
を
過
小
評
価
こ
と
を
恐
れ
て
遂
に
そ

れ
ら
を
過
大
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
誤
謬
の
源
泉
が
存
在

 

社
会
現
象
に
お
い
て
理
性
と
感
情
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
認
め
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
十
分
に
限
定
さ

れ
た
作
用
範
囲
を
割
り
当
て
る
こ
と
、
こ
れ
は
い
ず
れ
か
一
方
を
軽
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
決
し
て

な
い
。
科
学
の
著
作
を
も
の
す
る
に
当
っ
て
私
は
自
然
に
ま
た
必
然
的
に

レ
ゾ
ン
ヌ
マ
ン

推
論

の
領
域
と
ど
ま
る
の
で
あ

る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
こ
と
は
私
が
感
情
と
信
念
の
領
域
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
読
者
は
逆
に
、
私
が
あ
る
人
々
に
は
多
分
過
剰
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
ら
を
拡
張
し
て
い
る
の

を
見
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
避
け
た
い
と
思
う
の
は
、
長
広
舌
で
あ
り
、
こ
れ
は
社
会
科
学
に
お
い
て
現
在

も
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
長
広
舌
に
お
い
て
は
推
論
が
感
情
と
混
じ
り
合
い
、
奇
妙
な
合

金
を
つ
く
り
出
す
。 

（
訳
注 : ophélim

ité 

パ
レ
ー
ト
に
よ
る
造
語
、
さ
し
あ
た
り
、
主
観
的
効
用
と
解
し
て
よ
い
）
の
科
学
と
効
用

の
科
学
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
科
学
を
分
離
す
る
こ
と
は
ま
だ
適
当
で
な
い
公
算
が
大
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
二
つ
の
科
学
と
、
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
に
詰
め
込
ま
れ
て
き
た
道
徳
的
な
ら
び
に
法
的
な

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

付
属
物
と
を
も
は
や
混
同
し
な
く
な
る
時
点
が
い
ま
や
到
来
し
た
よ
う
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
」 

Ｌ
・
ド
ゥ
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
氏
が
感
情
的

．
．
．
な
ら
び
に
功
利
主
義
的

．
．
．
．
．
観
点
を
科
学
か
ら
追
放
す
る
の
に
は
正
当
な
理
由

が
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
既
に
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
私
は
■
こ
こ
で
■
社
会

学
の
一
小
部
分
に
つ
い
て
こ
の
試
み
を
あ
ら
た
め
て
行
な
い
た
い
。 

Ｇ
・
ネ
グ
リ
（G

. N
egri, L’im

peratore G
iuliano l’apostata

）
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
正
し
い
。
「
批

判
的
気
質
を
有
す
る
人
間
は
、
彼
が
物
理
現
象
を
見
た
り
、
化
学
者
が
物
体
を
分
析
し
た
り
、
天
文
学
者
が
星
の
軌

道
を
測
定
し
た
り
す
る
の
と
同
じ
純
理
的
超
越
を
も
っ
て
道
徳
的
事
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
種
の
事
柄
は

感
情
で
あ
り
、
別
種
の
事
柄
は
理
性
で
あ
る
。
人
間
の
判
断
を
妨
げ
る
混
乱
の
真
の
原
因
は
、
人
々
が
理
性
以
外
の

も
の
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
感
情
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
致
命
的
な
誤
ま
り
で
は
あ
る

が
、
理
性
が
全
宇
宙
を
包
含
し
て
い
る
と
信
じ
た
り
、
あ
る
い
は
、
短
見
の
た
め
に
、
理
性
は
感
情
が
絶
対
的
か
つ

抗
し
難
く
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
知
ら
れ
ざ
る
仲
間
の
大
群
を
置
き
忘
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
か

っ
た
り
す
る
思
想
家
以
上
に
致
命
的
で
は
な
い
。
」 

 

3



 

他
の
特
性
、
例
え
ば
知
性
、
数
学
研
究
へ
の
適
性
、
音
楽
、
詩
、
文
学
、
道
徳
的
資
質
等
に
従
っ
て
層

 

人
々
を
そ
の
富
に
従
っ
て
層
毎
に
配
分
し
て
考
え
れ
ば
、
図abcgfed

は
社
会
有
機
体
の
外
形
を
表
わ

し
て
い
る
。
述
べ
た
ば
か
り
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
形
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
。
こ
の
形
は
平
均
に

お
い
て
も
か
な
り
短
期
間
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
定
常
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
社
会
集

団
（l’angrégat social

）
を
構
成
す
る
諸
分
子
は
静
止
状
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
人
々
は
金
持

ち
に
な
り
、
ま
た
あ
る
人
々
は
貧
乏
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
十
分
な
広
が
り
を
持
っ
た
運
動
は
社
会
有
機
体

の
内
部
を
揺
さ
振
り
、
社
会
有
機
体
は
こ
の
点
に
お
い
て
生
物
有
機
体
に
類
似
し
て
い
る
。
生
物
有
機
体

に
お
い
て
は
、
血
液
の
循
環
が
あ
る
種
の
分
子
を
急
速
に
移
動
さ
せ
、
同
化
過
程
と
分
泌
作
用
と
が
、
組

織
を
構
成
す
る
諸
分
子
を
た
え
ず
更
新
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
有
機
体
の
外
形
、
例
え
ば
成
熟
し
た
動

物
の
外
形
は
些
細
な
取
る
に
足
り
ぬ
変
化
し
か
蒙
ら
な
い
。 

し
な
い
と
完
全
に
は
確
信
で
き
ず
、
こ
の
点
を
読
者
に
告
げ
て
お
く
こ
と
は
私
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。 

 

本
書
に
含
ま
れ
て
い
る
批
判
的
研
究
は
、
既
に
私
の
著
書
『
政
治
経
済
学
講
義
』（
１
）

に
お
い
て
部
分
的
に

説
明
さ
れ
て
い
る
社
会
生
理
学
の
い
く
つ
か
の
原
理
を
既
知
の
事
柄
と
想
定
し
て
い
る
。
新
た
な
研
究
に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
追
加
事
項
と
と
も
に
、
そ
の
原
理
を
こ
こ
で
要
約
し
て
お
く
こ
と
は
有

益
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
）
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
、
一
八
九
六
及
び
一
八
九
七
年
、
ル
ー
ジ
ュ
出
版
（Lausanne,1896 et 1897, R

ouge, editeur.

） 

こ
の
著
作
は
本
書
で
は
省
略
し
て
、
『
講
義
』Cours

と
い
う
題
名
で
引
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

  

富
の
配
分
曲
線
は
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
時
代
の
経
過
の
な
か
で
全
く
僅
か
し
か
変
化
し
な
い
。
社．

会
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

．
．
．
．
．
．
．
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
実
際
に
は
一
種
の
独
楽

こ

ま

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
左
の
図
は
あ
る
観
念
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
）
こ
れ
の
証
明
は
数
学
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
証
明
は
『
講
義
』
第
二
巻§ 962

1

に
あ
る
。 

 

 c  

 

    

    

    

    

    

    

  

    

 g b  

f a

 e d  

   

金
持
ち
は
こ
の
図
の
頂
上
を
占
め
、
貧
乏
人
は
底
の
と
こ

ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
曲
線
のabcgf

の
部
分
だ
け
は
統
計

デ
ー
タ
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、adef

の
部
分
は
推

測
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は
オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
（O

tto 
A

m
m

on

）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
我
々
に
も
十
分
に
蓋
然
性

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
形
を
採
用
し
た
。 

曲
線
の
形
は
偶
然
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
点
は
確
か
で
あ
る
（
１
）

。
こ
の
形
は
恐
ら
く
は
人
々
の
生

理
学
的
な
ら
び
に
心
理
学
的
諸
特
性
の
配
分
に
依
存
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
他
方
部
分
的
に
は
こ
の
形
を
、
純
粋
経
済
学

の
理
論
に
、
す
な
わ
ち
人
々
の
選
択
に
（
こ
の
選
択
は
ま
さ

に
生
理
学
的
な
ら
び
に
心
理
学
的
特
性
と
関
連
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
）
、
そ
し
て
生
産
が
遭
遇
す
る
障
害
に
、
結
び

つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。 
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戦
争
は
好
戦
的
エ
リ
ー
ト
の
絶
滅
の
有
力
な
一
原
因
で
あ
る
（
１
）

。
こ
の
事
実
は
昔
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、

 

社
会
生
理
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
一
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
貴
族
が
長
続
き
し
な
い
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
彼
ら
は
多
少
と
も
急
速
な
衰
退
に
見
舞
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
こ
の
事
実
の
原
因
を
探
る

必
要
は
な
い
（
１
） 

 

し
か
し
、
人
々
を
政
治
的
な
ら
び
に
社
会
的
な
影
響
力
及
び
権
力
の
程
度
に
従
っ
て
配
分
す
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
場
合
に
は
大
部
分
の
社
会
に
お
い
て
、
政
治
的
社
会
的
権
力
の
配
分
図
と
富
の
配
分
図
に
お
い

て
同
じ
位
置
を
占
め
る
の
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
同
じ
人
々
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
上
流
．
．
階
級
は

や
は
り
一
般
的
に

も
富
裕
な
階
級
で
も
あ
る
。 

 

上
流
階
級
は
エ
リ
ー
ト
、

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

貴
族

（
１
）

に
相
当
す
る
（
語
原
学
的
意
味
に
お
い
て
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア

リ
ス
ト
は
「

良
」
を
意
味
す
る
）
。
社
会
的
均
衡
が
安
定
状
態
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
上
流
階
級
を
構

成
す
る
人
々
の
大
部
分
は
良
か
れ
悪
し
か
れ
権
力
を
確
保
す
る
た
め
の
一
定
の
資
質
に
著
し
く
恵
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

同
じ
個
々
人
で
も
、
我
々
が
い
ま
仮
に
描
写
し
た
図
の
中
で
同
じ
位
置
を
占
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
数

学
的
天
才
あ
る
い
は
詩
的
天
才
の
配
分
を
示
す
図
の
な
か
で
優
越
的
な
層
を
占
め
る
個
々
人
と
、
富
の
配

分
を
示
す
図
の
な
か
で
優
越
的
な
層
を
占
め
る
個
々
人
と
が
一
致
す
る
と
言
明
す
る
と
す
れ
ば
、
実
際
こ

れ
は
明
ら
か
に
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
資
質
あ
る
い
は
道
徳
的
と
見
な
さ
れ
て
い
る
資
質
に

つ
い
て
の
、
そ
し
て
富
に
つ
い
て
の
配
分
の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
果
て
し
な
い
詠
嘆
と
雄
弁
と
に
場
所
を

与
え
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
間か

ん

に
は
き
わ
め
て
尤
も
な
も
の
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ッ

シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
資
質
は
兵
器
商
人
ク
ル
ッ
プ
の
よ
う
な
人
物
の
資
質
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ

る
。
鋼
鉄
の
大
砲
を
購
入
す
る
人
々
が
持
っ
て
い
る
の
は
ク
ル
ッ
プ
の
よ
う
な
人
物
の
欲
求
で
あ
っ
て
、

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
よ
う
な
人
物
の
欲
求
で
は
な
い
。 

。
世
襲
制
に
よ
っ
て
そ
の
座
に
居
座
り
続
け
て
い
る
エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
度
合
い
は
低
い

が
、
入
会
指
命
に
よ
っ
て
仲
間
入
り
を
許
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
事
実
の
存
在
を
確

認
す
れ
ば
足
り
る
。 

毎
に
人
々
を
配
分
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
多
分
我
々
が
い
ま
富
の
配
分
に
つ
い
て
見
出
し
た
の
と
多
少
と

も
類
似
し
た
形
の
曲
線
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
１
）

。
富
の
配
分
曲
線
は
良
か
れ
悪
し
か
れ
か
な
り
多
数
の

特
性
の
合
成
曲
線
で
あ
り
、
こ
う
し
た
特
性
の
総
体
が
、
富
を
追
求
す
る
個
人
、
あ
る
い
は
既
に
富
を
獲

得
し
て
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
個
人
の
成
功
に
と
っ
て
好
都
合
な
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
（O

tto A
m

m
on

）
の
優
れ
た
著
作
『
社
会
秩
序
』L’ordre social 

第
一
部
の
と
り
わ
け
第

三
〇
章
を
参
照
。
こ
の
著
作
全
体
が
注
意
深
く
読
み
か
つ
省
察
さ
れ
る
に
値
す
る
。 

（
１
） 

Ｊ
・
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
（J. N

ovicow

）
の
『
良
心
と
社
会
的
意
志
』Conscience et volonté sociales 

の
中
に
は
エ

リ
ー
ト
に
関
す
る
優
れ
た
観
察
が
あ
る
。 

（
１
） 

Ｒ
・
ベ
ニ
ー
ニ
（R

. B
enini

）
氏
の
重
要
な
論
文
「
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」Gerarchie sociali

（Rivista italiana 
di sociologia, R

om
a, janvier 1899

）
を
参
照
。 
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戦
争
と
い
う
原
因
を
こ
の
好
戦
的
エ
リ
ー
ト
を
消
滅
さ
せ
る
唯
一
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
さ
え
試
み
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
成
り
立
た
な
い
。

も
根
本
的
な
平
和
の
中
に
あ
っ
て
さ
え
エ
リ
ー
ト
の
周
流

運
動
は
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
戦
争
に
よ
る
如
何
な
る
損
失
も
蒙
っ
て
い
な
い
エ
リ
ー
ト
で
さ
え
消

滅
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
し
ば
し
ば
か
な
り
速
や
か
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
単
に
誕
生
に
対
す
る
死

の
超
過
に
よ
る
貴
族
の
減
退
絶
滅
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
貴
族
を
構
成
す
る
構
成
員
の
退
化
も
問
題
な

の
で
あ
る
（
２
）

。
そ
れ
ゆ
え
貴
族
が
存
続
し
う
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
退
化
し
た
構
成
員
の
除
去
と
新
し
い

構
成
員
の
取
り
込
み
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
生
き
て
い
る
動
物
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
の
と

類
似
の
過
程
が
存
在
す
る
。
動
物
が
生
存
し
う
る
の
は
あ
る
種
の
要
素
を
除
去
し
、
同
化
し
う
る
別
の
も

の
に
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
も
し
こ
の
循
環
が
止
め
ら
れ
る
な
ら
ば
動
物
は
死
ん
で
し
ま

い
解
体
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
的
エ
リ
ー
ト

．
．
．
．
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
そ
し
て
た
と
え
こ
の
社
会

的
エ
リ
ー
ト
の
解
体
が
よ
り
緩
慢
で
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
や
は
り
解
体
は
確
実
で
あ
る
。 

（
２
）
こ
の
こ
と
は
昔
か
ら
学
者
に
も
文
学
者
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。
ジ
ャ
コ
ビ
ー
（Jacoby

）
―
ラ
プ
ー
ジ
ュ
（Lapouge

）

の
『
社
会
淘
汰
』Les sélections sociales, p.474

に
引
用
さ
れ
て
い
る
―
は
「
あ
ら
ゆ
る
貴
族
が
結
局
は
衰
弱
、

神
経
衰
弱
あ
る
い
は
精
神
病
に
よ
っ
て
終
わ
り
を
遂
げ
る
こ
と
を
示
し
た
」
。
こ
れ
に
は
誇
張
が
あ
る
が
、
真
実
の
核

心
も
存
在
す
る
。 

（
１
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
■
Α
θ
η
ν.

П
ο
λ
ι
τ
■26
で
、
■E

phiate

■
の
改
革
時
代
の
ア
テ
ネ
に
お
い
て
は
権
力

側
に
属
し
た
人
々
は
戦
争
に
よ
っ
て
著
し
く
減
少
し
、
各
戦
闘
で
権
力
側
エ
リ
ー
ト
の
二
千
人
か
ら
三
千
人
が
死
亡
し

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
薔
薇
戦
争
は
貴
族
を
大
い
に
な
ぎ
倒
し
て
し
ま
っ
た
。 

  

既
にThéognis de M

égare

の
時
代
か
ら
登
場
す
る
あ
る
種
の
エ
リ
ー
ト
と
没
落
す
る
別
種
の
エ
リ
ー
ト
と
が
観

察
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
、
等
に
お
け
る
よ
う
に
、
新
興
の
金
持
ち
は
エ
リ

ー
ト
で
あ
っ
た
。
「
生
ま
れ
の
よ
い
人
で
も
―
とThéognis

は
言
う
―
低
い
氏
素
姓
の
人
間
の
娘
と
結
婚
す
る
こ
と

を
、
も
し
彼
女
が
大
金
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
拒
否
し
な
い
」
（185-186

）。
「
富
は
氏
素
姓
を
ご
た
混
ぜ
に
す
る
―

■
ギ
リ
シ
ア
語
１
行
」
（190

）
。
ボ
ッ
カ
チ
オ
は
、V

II, 22

に
お
い
て
、
昔
の
エ
リ
ー
ト
の
妻
と
結
婚
し
た
金
持
ち
の

商
人
で
あ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ダ
ン
ダ
ン
（G

eorges D
andin

）
な
る
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

■
（
訳
注 : 

デ
カ
メ
ロ
ン
と
明
示
？
の
こ
と
） 

国
際
統
計
研
究
所
報
告Bulletin de l’institut international de statistique

の
第
十
二
巻
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
貴
族
に
関
す
る
Ｐ
・
Ｅ
・
フ
ァ
ー
ル
ベ
ッ
ク
（P. E

. Fahlbeck

）
氏
の
重
要
な
研
究
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
は

家
族
の
存
続
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
表
を
示
し
て
い
る
。 彼

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
貴
族
に
つ
い
て
は
、
肉
体
的
奇
形
、

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
神
経
衰
弱
、
狂
気
と
い
っ
た
症
候
が
「
国

民
全
体
に
お
け
る
よ
り
も
高
い
水
準
で
」
観
察
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
結
論
し
た
。
「
貴
族
の
創
始
者
は
一
般
に
あ
る
種
の
社

会
的
選
択
を
呈
示
し
て
い
る
。
た
と
え
彼
ら
の
子
孫
が
優
越
的

な
自
然
的
素
質
を
遺
伝
的
に
継
承
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
子

孫
は
我
々
が
述
べ
た
よ
う
な
退
化
の
特
徴
を
全
く
示
し
て
い
な

い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
貴
族
に
お
い
て
観
察
さ
れ
う
る
退
化
は

も
っ
ぱ
ら
繁
殖
力
と
関
係
し
て
い
る
。
繁
殖
力
が
段
々
減
退
し

  時代を超えて生き延びた家族 

年数 単なる貴族 伯爵及び男爵 

0 1000 1000 
25 797 764 
50 626 630 
75 513 537 

100 431 470 
125 358 427 
150 309 398 
175 266   
200 237   
225 230   
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事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
い
ま
だ
余
り
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

下
層
階
級
の
中
で
、
と
り
わ
け
子
供
た
ち
に
つ
い
て
作
用
す
る
厳
し
い
選
択
淘
汰
が

も
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
す
ら
し
い
こ
と
は
、
大
い
に
考
え
う
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
（
１
）

。
富
裕
階
級
は
子
供
が
少
な
く
、
そ
し

て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
子
供
を
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
る
。
他
方
貧
困
階
級
は
多
く
の
子
供
を
も
う
け
、
特

 

実
際
我
々
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
エ
リ
ー
ト
が
存
続
し
う
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
新
し
い
分
子
の

取
り
込
み
は
下
層
階
級
か
ら
、
主
に
農
民
階
級
か
ら
行
な
わ
れ
る
（
１
）

。
農
民
階
級
は
未
来
の
エ
リ
ー
ト
が

ひ
そ
か
に
生
成
さ
れ
る
坩
堝
で
あ
る
。
そ
れ
は
植
物
の
根
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
は
そ
の
花
で
あ
る
。
こ
の

花
は
や
が
て
色
あ
せ
し
お
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
根
と
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
別
の
も
の

に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ア
モ
ン
氏
と
ド
ゥ
・
ラ
プ
ー
ジ
ュ
氏
は
、
エ
リ
ー
ト
の
、
優
生
学
的
エ
リ
ー
ト
の
人
類
学
的
特
徴
を
与

え
よ
う
と
し
て
余
り
に
特
化
さ
せ
す
ぎ
、
彼
ら
を
長
頭
金
髪
に
同
定
し
て
い
る
。
さ
し
当
り
こ
の
点
は
謎

の
ま
ま
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
の
心
理
的
特
性
が
外
的
、
計
測
人
体
学
的
な
特
徴
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る

か
ど
う
か
を
決
定
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
こ
う
し
た
外
的
特
徴
が
正
確
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か

を
知
り
う
る
た
め
に
は
、
い
ま
だ
長
期
に
わ
た
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
代
社
会
に
と
っ
て
、

エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ
ー
ル

異
質
の

優
生
学
的
種
族
に
よ
る
征
服
は
、
バ
ル
バ
ロ
イ
、
ゲ
ル

マ
ン
民
族
の

後
の
大
移
動
以
降
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
失
な
い
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。
し
か
し
将
来
に

お
い
て
こ
れ
が
再
び
起
こ
り
え
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
に
も
な
い
。
も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
社
会
が
倫

理
家
に
と
っ
て
大
事
な
理
想
に
従
っ
て
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、
弱
い
者
、
堕

落
し
た
も
の
、
怠
け
者
、
非
適
応
者
、
博
愛
家
の
言
う
「
小
さ
く
貧
し
い
者
た
ち
」
に
系
統
的
に
味
方
し

て
、
エ
リ
ー
ト
を
構
成
す
る
強
く
精
力
的
な
人
間
た
ち
を
犠
牲
に
し
、
選
択
淘
汰
を
妨
げ
る
よ
う
に
な
る

な
ら
ば
、
新
た
な
「
バ
ル
バ
ロ
イ
」
に
よ
る
新
た
な
征
服
が
全
く
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
。 

 

こ
の
循
環
の
単
な
る
遅
滞
だ
け
で
も
結
果
と
し
て
、
ま
だ
権
力
を
保
持
し
て
い
る
階
級
に
含
ま
れ
て
い

る
退
化
分
子
の
数
を
相
当
に
増
加
さ
せ
、
他
方
、
従
属
的
階
級
に
含
ま
れ
て
い
る
優
秀
な
資
質
の
分
子
の

数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
社
会
的
均
衡
は
不
安
定
に
な
る
。
外
部
あ
る
い
は
内
部
か
ら

の

小
の
衝
撃
で
も
均
衡
を
破
壊
す
る
。
征
服
あ
る
い
は
革
命
が
や
っ
て
来
て
す
べ
て
を
転
覆
さ
せ
、
新

し
い
エ
リ
ー
ト
を
権
力
の
座
に
昇
ら
せ
、
新
た
な
均
衡
を
樹
立
し
、
こ
の
新
し
い
均
衡
は
多
少
と
も
長
期

に
わ
た
っ
て
安
定
す
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
前
掲
書
、p.210.

「
下
層
階
級
、
結
局
の
と
こ
ろ
農
民
階
級
の
上
昇
と
上
流
階
級
の
消
滅
は
社

会
体
に
お
い
て
緊
密
に
相
関
し
て
い
る
二
つ
の
現
象
で
あ
る
。
」
さ
ら
にp.215

で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
社
会
機

構
が
規
則
正
し
く
働
く
た
め
に
は
そ
の
条
件
と
し
て
、
下
層
の
社
会
層
が
上
流
階
級
の
更
新
に
必
要
な
素
材
を
現
実

に
供
給
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
こ
の
素
材
が
欠
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、

も
完
璧
な
組
織
で

も
救
い
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
こ
れ
以
上
う
ま
く
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

   

て
お
り
、
そ
れ
と
と
も
に
子
供
の
生
命
力
も
減
退
し
て
い
る
…
。
こ
の
こ
と
の
原
因
は
全
く
仮
説
的
に
説
明
し
う
る
だ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
を
一
般
に
頭
脳
及
び
神
経
の
過
度
の
使
用
あ
る
い
は
洗
練
さ
れ
た
習
慣
の
中
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
…
。
同
じ
よ
う
な
種
類
の
退
化
が
あ
ら
ゆ
る
上
流
階
級
に
お
い
て
常
に
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
所
で
見
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
」 
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新
人
員
補
充
あ
る
い
は
そ
れ
と
類
似
の
別
の
方
法
に
よ
っ
て
募
ら
れ
る
エ
リ
ー
ト
の
没
落
は
、
別
の
、

部
分
的
に
は
不
明
の
原
因
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
直
ち
に
浮
か
ぶ
の
は
カ
ト
リ

 

農
民
階
級
が
そ
の
筋
力
を
発
達
さ
せ
、
頭
を
休
息
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
そ

の
結
果
と
し
て
、
筋
肉
を
休
息
さ
せ
そ
の
頭
を
過
度
に
働
か
せ
る
人
々
を
産
み
出
す
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
■
い
ず
れ
に
し
て
も
、
農
民
的
生
活
は
、
文
明
化
さ
れ
た
大
中
心
地
に
お
け
る
過
度
に
活
動
的

な
生
活
が
む
さ
ぼ
り
食
っ
て
し
ま
う
、
備
蓄
を
つ
く
り
出
す
の
に
非
常
に
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

■ 

 

下
層
階
級
の
な
か
で
特
に
選
択
の
素
材
を
産
出
す
る
特
権
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
の
が
農
民
階
級
で
あ

る
の
は
何
故
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
（
１
）

。
他
方
で
は
、
植
物
や
動
物
に
つ
い

て
も
、
類
似
的
な
現
象
で
、
そ
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
て
も
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
現
象
が
き
わ
め
て

多
数
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
種
の
質
の
亜
麻
を
作
る
た
め
に
は
リ
ガ
の
亜
麻
の
種
子
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
事
実
で
あ
る
。
ト
ス
カ
ナ
で
栽
培
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
わ
ら
を
提

供
す
る
小
麦
の
種
子
は
イ
タ
リ
ア
東
北
部
ロ
マ
ー
ニ
ャ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
急
速
に
劣
化
す
る
。

も
美
し
い
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
の
球
根
は
オ
ラ
ン
ダ
産
で
あ
る
が
、
別
の
国
で
は
劣
化
す
る
。 

 

我
々
の
社
会
の
富
裕
階
級
に
対
し
て
多
く
の
子
供
を
も
つ
よ
う
に
と
説
得
し
よ
う
と
す
る
倫
理
家
た
ち
、

正
当
に
も
あ
る
種
の
淘
汰
様
式
を
避
け
よ
う
と
は
す
る
が
、
別
の
淘
汰
様
式
を
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
人

道
主
義
者
た
ち
は
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
、
種
族
の
衰
退
、
没
落
の
た
め
に
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々

の
社
会
に
お
い
て
も
し
富
裕
階
級
が
子
供
を
た
く
さ
ん
持
つ
な
ら
ば
、
彼
ら
富
裕
階
級
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
子
供
を
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
、

高
度
に
虚
弱
で
才
能
も
な
い
子
供
さ
え
生
か
す
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
上
流
階
級
に
お
け
る
退
化
し
た
分
子
を
そ
れ
だ
け
増
や
す
こ
と
に
な
り
、
下
層
階
級

出
身
の
エ
リ
ー
ト
の
上
昇
を
遅
滞
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
下
層
階
級
に
お
い
て
選
択
作
用

が
働
か
な
く
な
れ
ば
、
下
層
階
級
は
エ
リ
ー
ト
を
産
み
出
す
こ
と
を
や
め
、
社
会
の
平
均
的
質
は
相
当
に

低
下
す
る
で
あ
ろ
う
。 

に
頑
健
で
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
子
供
の
大
部
分
を
失
う
。
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
動
植
物
の
完
成
さ

れ
た
種
族
■
（race?

）
■
は
、
普
通
の
種
族
に
比
べ
て
非
常
に
繊
細
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
猫
は
普
通
の
飼

い
猫
よ
り
も
な
ぜ
は
る
か
に
繊
細
な
動
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
始
終
世
話
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
人
は
ペ
ル
シ
ア
猫
の
産
ん
だ
仔
猫
で
あ
れ
ば
全
部
生
か
そ
う
と
す
る
が
、
普
通
の
、
野
良
で
腹
を
空

か
せ
て
い
る
不
幸
な
猫
の
産
ん
だ
仔
猫
の
う
ち
助
か
る
の
は
、
傑
出
し
た
健
康
に
恵
ま
れ
て
い
る
も
の
だ

け
で
あ
る
。
小
麦
が
幾
世
紀
も
の
あ
い
だ
受
け
て
き
た
手
入
れ
は
、
こ
の
植
物
が
生
存
競
争
に
耐
え
る
こ

と
を
不
可
能
に
し
た
。
野
生
の
小
麦
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
、
前
掲
書
、p.209.

「
か
く
し
て
国
家
及
び
社
会
に
と
っ
て
の
農
民
階
級
の
き
わ
め
て
大
き
な

重
要
性
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
民
階
級
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
他
の
全
て
の
階
級
の
人
員
募
集
の
た
め
に
人
員
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
し
か
し
、
近
代
産
業
も
イ

ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
エ．
リ
ー
ト

．
．
．
を
―
例
え
ば
労
働
組
合
の
労
働
者
エ
リ
ー
ト
―
を
産
み
出
す
能
力
の

あ
る
労
働
者
階
級
を
つ
く
り
出
す
点
を
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
） 

第
十
章
を
参
照
。 
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テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
（
訳
注 : Titus Livius,

ロ
ー
マ
の
歴
史
家
、
前
一
世
紀
か
ら
一
世
紀
の
人
）

は
、
平
民
の
家
系
が
権
力
に
到
達
す
る
過
程
を
画
す
る
い
く
つ
か
の
事
実
を
説
明
す
る
た
め
に
あ
る
逸
話

を
紹
介
す
る
に
際
し
て
、
現
実
に
は
真
直
な
棒
を
折
れ
曲
っ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は

し
ば
し
ば
起
き
る
小
さ
な
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
事
件
が
発
生
し
た
、
と

彼
は
言
う
。
一
方
は
世
襲
貴
族
と
結
婚
し
て
お
り
、
他
方
は
平
民
と
結
婚
し
て
い
る
、
Ｍ
・
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・

ア
ン
ブ
ス
ト
ゥ
ス
の
二
人
の
娘
の
あ
い
だ
の
嫉
妬
が
、
平
民
の
方
に
こ
れ
ま
で
彼
ら
に
は
与
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
権
勢
を
獲
得
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
（
１
）

。
し
か
し
近
代
の
歴
史
家
の
論
拠
は

こ
の
曲
っ
た
棒
を
真
直
に
し
て
い
る
（
２
）

。
ニ
ー
ブ
ー
ル
（N

iebuhr

）
は
ロ
ー
マ
に
お
け
る
新
し
い
エ
リ

ー
ト
、
す
な
わ
ち
平
民
貴
族
の
上
昇
運
動
を
し
か
る
べ
く
理
解
し
た

初
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
が
特
に

導
き
の
糸
と
し
た
の
は
、
我
々
の
今
日
の
国
々
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
人
民
と
の
あ
い
だ
の
闘
争
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
現
実
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
単
一
に
し
て
同

一
の
一
般
的
現
象
の
、
あ
ら
ゆ
る
特
殊
的
事
例
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

一
般
に
常
に
、
具
体
的
な
客
観
的
現
象
と
、
我
々
の
精
神
が
そ
れ
を
知
覚
理
解
す
る
形
式
、
別
の
一
現

象
を
な
す
と
こ
ろ
の
形
式
、
主
観
的
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
形
式
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
り
ふ
れ

た
例
で
事
柄
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、
真
直
な
棒
を
水
の
中
に
浸
け
る
こ
と
は
客
観
的
現
象
で
あ
る
。
我
々

は
あ
た
か
も
こ
の
棒
が
折
れ
曲
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
る
。
そ
し
て
も
し
我
々
が
こ
の
間
違
い
に
気
付

か
な
け
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
棒
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
写
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
主
観
的
現
象

で
あ
る
。 

 

エ
リ
ー
ト
周
流
の
絶
え
ざ
る
運
動
に
よ
っ
て
社
会
の
下
層
か
ら
現
れ
、
上
層
に
昇
り
、
そ
こ
で
花
咲
き
、

次
い
で
没
落
過
程
に
入
り
、
破
壊
さ
れ
消
滅
す
る
エ
リ
ー
ト
と
い
う
こ
の
現
象
は
歴
史
の
原
理
の
一
つ
で

あ
り
、
大
規
模
な
社
会
の
動
き
を
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

こ
の
客
観
的
現
象
の
存
在
は
実
に
し
ば
し
ば
我
々
の
情
念
と
偏
見
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
、
こ
の
現
象

に
つ
い
て
の
我
々
の
知
覚
理
解
は
現
実
と
は
か
な
り
ず
れ
て
い
る
。 

ッ
ク
聖
職
者
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
九
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
こ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
い
か
に

深
刻
な
衰
退
を
蒙
っ
た
こ
と
か
。
こ
の
場
合
、
こ
の
現
象
の
中
で
遺
伝
は
相
当
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

彼
ら
の
没
落
の
起
源
は
、
エ
リ
ー
ト
が
補
充
さ
れ
る
際
に
ま
す
ま
す
凡
庸
な
質
の
素
材
が
選
ば
れ
た
と
い

う
事
実
に
あ
る
。
部
分
的
に
は
こ
の
事
実
は
、
こ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
徐
々
に
そ
の
理
想
を
見
失
い
、
信

仰
と
犠
牲
の
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
少
な
く
な
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
ま
た
こ

の
事
実
は
部
分
的
に
は
、
外
的
状
況
、
す
な
わ
ち
別
種
の
エ
リ
ー
ト
が
現
わ
れ
、
没
落
し
つ
つ
あ
る
こ
の

エ
リ
ー
ト
た
ち
か
ら
よ
り
抜
き
の
素
材
を
奪
い
取
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
よ
う
な
よ
り
抜
き
の
素

材
の
国
民
の
残
り
の
部
分
に
対
す
る
割
合
は
ほ
と
ん
ど
変
る
も
の
で
は
な
く
、
も
し
そ
う
し
た
素
材
が
あ

る
一
方
に
片
寄
る
な
ら
ば
別
の
方
面
で
は
そ
れ
の
不
足
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
商
業
、
産
業
、
行
政

等
が
こ
う
し
た
素
材
に
対
し
て
広
大
な
進
出
口
を
提
供
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
別
種
の
エ
リ
ー
ト
部
門
、

た
と
え
ば
聖
職
者
に
は
そ
う
し
た
素
材
が
不
足
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

（
２
） 

デ
ュ
リ
ュ
イ
（D

uruy

）
、
『
ロ
ー
マ
人
の
歴
史
』H

ist. des Rom
ains,I, p.262. 

「
準
備
さ
れ
て
い
た
革
命
は
、

ト
ロ
イ
戦
争
の
原
因
が
ヘ
レ
ネ
（H

élène

）
の
奪
取
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
女
の
嫉
妬
に
よ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
二
〇
年
来
追
求
さ
れ
一
日
と
し
て
止
む
こ
と
の
な
か
っ
た
闘
争
の

後
の
一
幕
で
あ
っ
た
。
」 

（
１
） 

テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
（Tite-Live

）
、V

I, p.34. 
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こ
の
再
構
成
の
作
業
は
一
般
に
難
し
く
微
妙
な
作
業
で
あ
り
、
さ
ら
に
特
異
な
事
情
に
よ
っ
て
一
層
困

難
な
も
の
と
な
る
（
１
）

。
実
に
し
ば
し
ば
人
々
は
彼
ら
を
行
為
さ
せ
る
諸
力
を
自
覚
し
な
い
も
の
で
あ
り
（
２
）

、

自
ら
の
行
為
に
対
し
て
、
現
実
の
原
因
と
は
大
き
く
異
な
る
想
像
上
の
原
因
を
充
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
他
人
を
欺
す
人
間
が
常
に
悪
意
で
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
逆
に
そ
う
し
た
こ
と

は
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
て
、
大
抵
こ
う
し
た
人
物
は
ま
ず
自
分
自
身
を
欺
す
の
で
あ
り
、
世
に
も
誠
実
に

想
像
上
の
原
因
の
存
在
を
信
ず
る
の
で
あ
り
、
自
ら
の
行
為
を
決
定
し
た
要
因
と
し
て
そ
れ
を
言
う
の
で

あ
る
（
３
）

。
あ
る
社
会
的
運
動
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
証
言
、
あ
る
い
は
そ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
た
人
々

の
証
言
で
さ
え
、
そ
れ
ゆ
え
、
運
動
の
現
実
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
留
保
な
し
に
受
け
容
れ
る
必
要
は
な

い
。
こ
う
し
た
人
々
も
、
我
知
ら
ず
、
現
実
的
原
因
を
無
視
し
運
動
に
対
し
て
想
像
上
の
原
因
を
帰
す
る

方
向
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。 

 
歴
史
上
の
大
事
件
を
個
人
的
な
小
原
因
に
帰
す
る
考
え
方
は
今
日
で
は
か
な
り
一
般
的
に
捨
て
ら
れ
て

い
る
が
、
し
か
し
し
ば
し
ば
も
う
一
つ
の
誤
謬
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
っ
て
い
る
。
個
人
の
影
響
を
全
く
否

定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
戦
闘
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
は
別
の
将
軍
に
よ
っ
て
、
も

し
彼
が
偉
大
な
軍
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
勝
利
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
も
し
フ

ラ
ン
ス
軍
が
無
能
な
将
軍
に
指
揮
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
完
全
に
戦
闘
を
失
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

あ
る
誤
謬
を
免
れ
る
方
法
は
、
そ
の
対
極
の
誤
謬
に
陥
る
こ
と
の
う
ち
に
は
な
い
。
我
々
に
は
折
れ
曲
が

っ
て
見
え
る
、
真
直
な
棒
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
に
折
れ
曲
っ
た
棒
が
存
在
し
な
い
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
。
主
観
的
現
象
は
客
観
的
現
象
と
部
分
的
に
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
は
部
分
的

に
異
な
っ
て
い
る
。
事
実
に
つ
い
て
の
我
々
の
無
知
、
我
々
の
情
熱
、
偏
見
、
我
々
の
住
ん
で
い
る
社
会

で
流
行
し
て
い
る
観
念
、
我
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
事
件
、
そ
し
て
そ
の
他
幾
千
の
状
況
が
我
々
か
ら
事
実

を
隠
し
、
我
々
の
印
象
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
客
観
的
現
象
の
正
確
な
模
写
た
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
我
々

は
対
象
を
曲
っ
た
鏡
の
中
で
見
る
一
人
物
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
対
象
の
規
模
の
均
斉
の
一
部
は
変
化
し

て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る
事
件
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
の
直
接
の
調
査
に
よ
る

に
せ
よ
、
あ
る
い
は
こ
の
調
査
に
従
事
し
た
歴
史
家
の
間
接
的
証
言
に
よ
る
に
せ
よ
、
我
々
が
唯
一
知
る

こ
と
の
で
き
る
の
は
、
大
抵
主
観
的
現
象
、
す
な
わ
ち
歪
め
ら
れ
た
客
観
的
現
象
だ
と
い
う
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
史
料
批
判
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
単
に
テ
キ
ス
ト
批
判
で

あ
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
、
原
理
的
に
、
対
象
の
歪
め
ら
れ
た
像
を
所
与
と
し
て
対
象
そ
の
も
の
を
再
構

成
す
る
こ
と
に
あ
る
（
１
）

。 

（
１
）
私
は
こ
の
問
題
を
展
開
し
、「
社
会
学
理
論
の
一
応
用
」 U

n’ applicazione di teorie sociologiche (Rivista 

（
１
） 

Ｒ
・
フ
ォ
ン
・
イ
エ
ー
リ
ン
ク
（R

. von Jhering

）
は
『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』L’esprit du droit rom

ain 

の
中

で
、
法
に
つ
い
て
の
こ
の
準
則
を
非
常
に
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
た
と
え
、
我
々
が
（
法
の
）
規
則
を
す
べ
て
手

に
し
て
い
て
も
、
我
々
は
い
ま
だ
（
あ
る
時
代
の
）
そ
の
法
の
正
確
な
像
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
規
則
が
我
々
に
与
え
る
も
の
は
そ
の
法
の
時
代
が
持
っ
て
い
る
意
識
で
あ
っ
て
、
法
そ
の
も
の
の
持
っ
て
い

る
意
識
で
は
な
い
。
…
法
の
規
則
が
存
在
を
や
め
て
か
ら
ず
っ
と
後
に
そ
れ
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
一
見
逆

説
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
現
実
に
そ
れ
ほ
ど
無
謀
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
事
件
が

初
に
理
解

さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
起
こ
っ
て
か
ら
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
」
序
論
第
二
部
第
一
章
第
三
節 Introd., Tit. II, 

chap. 1, § 3. 
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十
字
軍
に
出
掛
け
る
に
際
し
て
、
貴
族
高
潔
の
士
は
一
人
な
ら
ず
、
自
分
た
ち
は
純
粋
な
宗
教
感
情
に

の
み
従
っ
て
い
る
と
心
か
ら
信
ず
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
彼
ら
の
種
族
の
本
能
の
一
つ
、

タ
キ
ト
ゥ
ス
が
古
ゲ
ル
マ
ン
に
つ
い
て
既
に
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
本
能
に
屈
し
て
い
る
だ
け
だ
と

は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
自
分
た
ち
の
生
れ
た

国
が
平
和
と
無
為
の
中
で
停
滞
し
無
気
力
に
な
っ
て
く
る
と
、
多
く
の
若
者
た
ち
が
戦
争
を
し
て
い
る

国
々
に
身
を
捧
げ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
休
息
は
苦
痛
で
あ
り
、
危
険
な
企
て
の
中

で
名
を
上
げ
る
こ
と
は
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
一
四
）
。 

 

ペ
ル
シ
ア
人
の
侵
入
を
恐
れ
た
ア
テ
ネ
人
た
ち
は
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
に
伺
い
を
た
て
に
人
を
遣
わ
し
た
。

デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
全
知
の
ゼ
ウ
ス
は
、
そ
れ
だ
け
で
難
攻
不
落
の
木
の
壁
を
海

の
神
に
授
け
る
…
お
お
、
神
々
し
い
サ
ラ
ミ
ス
島
よ
、
御
身
は
女
の
子
供
た
ち
の
命
を
奪
う
で
あ
ろ
う
…
」
。

神
は
何
を
言
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ア
テ
ネ
人

た
ち
が
立
て
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
人
員
及
び
荷
物
も
ろ
と
も
助
か
る
た
め
の

良
の
方
法
と
い

う
、
実
践
的
相
に
お
い
て
問
題
を
論
じ
た
よ
う
に
は
少
し
も
見
え
な
い
。
あ
る
者
た
ち
は
「
木
の
壁
」
と

は
昔
城
砦
を
取
り
囲
ん
で
い
た
木
の
柵
で
あ
る
と
言
い
、
ま
た
あ
る
者
た
ち
は
そ
れ
は
船
団
の
こ
と
で
あ

る
と
言
っ
て
い
た
。
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
は
後
者
の
見
解
を
採
用
し
て
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
た
。
神
は
ア

テ
ネ
の
勝
利
を
予
言
し
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
サ
ラ
ミ
ス
で
滅
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
ア
テ
ネ
人
た
ち

で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ピ
ュ
テ
ィ
ア
（
ア
ポ
ロ
ン
の
神
託
を
告
げ
た
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
殿
の
巫
子
）
は
「
お．

（
３
） 

グ
ロ
ー
テ
（G

rote, 1794-1871. 

英
）
は
『
ギ
リ
シ
ア
史
』(H

ist. de la G
rèce, t. V

I, ch. V
I)

の
中
で
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
、
彼
を
「
ペ
テ
ン
師
」
と
み
な
す
必
要
は
な
い
、
と
言
う
。
「
な
ぜ
な
ら
、
経
験
の
証
明
す

る
と
こ
ろ
で
は
、
一
定
の
時
期
に
あ
る
人
物
が
別
の
人
物
に
対
し
て
自
分
は
霊
感
を
得
て
い
る
と
説
得
す
る
こ
と
が

困
難
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
自
分
自
身
で
信
じ
込
む
こ
と
は
よ
り
一
層
困
難
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
」
二
人
の
人
物
が
人
を
欺
く
意
図
は
全
く
も
た
ず
に
、
同
一
の
事
実
を
全
く
違
っ
た
形
で
物
語
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
う
る
。
彼
ら
は
そ
の
事
実
を
た
だ
彼
ら
自
身
の
情
念
と
偏
見
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
見
る
の
で
あ
る
。 

（
２
） 
Ｒ
・
フ
ォ
ン
・
イ
エ
ー
リ
ン
ク
『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』
序
論
第
二
部
第
一
章
第
三
節
（R

. von Jhering, L’esprit du 
droit rom

ain, Introd., Tit. II, chap. 1, § 3.

）「
ロ
ー
マ
古
典
古
代
の
法
律
家
の
能
力
が
い
か
に
偉
大
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
当
時
に
お
い
て
さ
え
彼
ら
に
は
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
あ
り
、
現
代
の
法
律
学
の
努
力
の
お
か
げ
で
初
め

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
法
律
規
則
が
存
在
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ら
を
法
の
潜
在
．
．
規
則
と
命
名
す
る
。
そ
う
し
た
規
則

を
適
用
す
る
た
め
に
は
そ
の
規
則
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
挙
げ
て
、
そ
う
し

た
こ
と
は
あ
り
う
る
の
か
と
問
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
答
え
る
代
り
に
我
々
は
言
語
の
法
則
を
参
照

す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
幾
千
も
の
人
々
が
毎
日
、
彼
ら
自
身
は
話
題
に
し
た
こ
と
が
な
く
、
学
者
も
必
ず
し
も
十

分
に
は
自
覚
し
た
こ
と
の
な
い
こ
の
規
則
を
適
用
し
て
い
る

．
．
．
．
．
．
。
し
か
し
理
論
の
及
ば
な
い
部
分
は
感
情
に
よ
っ
て
、

文
法
的
本
能
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
。
」
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
『
政
治
的
詭
弁
家
の
議
論
を
伴
な
う
政
治
的
集
会
の
戦
術
』

J. B
entham

, Tactique des assem
b. polit. suivi d’un traité des soph. polit., II, p.228. 

「
し
か
し
一

人
物
の
精
神
に
対
し
て
絶
え
ず
働
き
か
け
る
動
機
が
彼
自
身
に
と
っ
て
秘
密
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
う
る
で

あ
ろ
う
か
。
然
り
、
た
し
か
に
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
う
る
。
こ
れ
ほ
ど
や
さ
し
い
こ
と
は
な
い
し
、
あ
り
ふ
れ
た

こ
と
も
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
動
機
を
知
ら
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
稀
な

の
で
あ
る
。
」 

 

italiana di sociologia, R
om

a, juillet-aoùt 1900) 

に
お
い
て
い
く
つ
か
の
応
用
ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
お
い
た
。 
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テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
を
し
て
船
を
準
備
せ
し
め
た
実
践
的
動
機
が
、
サ
ラ
ミ
ス
で
そ
れ
を
用
い
る
か
ど
う

か
を
決
定
す
る
際
に
少
し
も
影
響
し
て
い
な
い
と
信
ず
る
こ
と
は
難
し
い
。
人
は
そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
託
宣

の
解
釈
に
訴
え
た
の
は
外
見
だ
け
で
あ
り
、
ア
テ
ネ
人
た
ち
に
自
分
の
考
え
を
傾
聴
さ
せ
る
た
め
だ
け
で

あ
っ
た
と
考
え
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
れ
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
と
し
て

は
こ
の
点
に
つ
い
て
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
が
実
際
に
考
え
た
こ
と
は
決
し
て
分
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
日
起
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
彼
が
そ
の
解
釈
に
お
い
て
誠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
人
は
託
宣
ば
か
り
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
、
科
学
的
提
案

を
も
、
容
易
に
、
そ
し
て
そ
う
と
は
自
覚
せ
ず
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
（
１
）

。
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
は
彼
が

準
備
さ
せ
た
船
団
を
利
用
し
た
い
と
い
う
願
望
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
彼
が
託
宣
を
こ
の

方
向
に
お
い
て
解
釈
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
多
少
と
も
本
能
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
は
ま
ず

自
分
自
身
を
説
得
し
、
次
い
で
全
く
誠
実
に
他
の
人
々
を
説
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

今
日
で
は
も
は
や
、
ア
ポ
ロ
ン
も
海
神
も
、
さ
ら
に
は
ゼ
ウ
ス
の
神
さ
え
も
信
ず
る
人
は
い
な
い
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
自
由
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

解
決
す
べ
き
問
題
が
解
釈
の
問
題
と
は
全
く
別
種
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
は

る
か
に
現
実
的
な
別
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
強
力
な
船
団
の
存
在
で
あ
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
（V

II, 144

）

は
こ
の
事
実
を
単
な
る
偶
然
の
一
致
と
し
て
書
き
と
め
て
い
る
。
「
以
前
に
は
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
の
別
の

見
解
が
首
尾
よ
く
優
勢
を
占
め
て
い
た
。
彼
は
ア
テ
ネ
人
た
ち
に
二
千
の
軍
艦
を
建
造
す
る
た
め
に
宝
物

資
源
を
用
い
る
よ
う
勧
告
し
て
い
た
。
」
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
主
観
的
現
象
の
み
を
叙
述
し
て
い

る
。
そ
し
て
当
時
の
多
く
の
人
々
も
彼
と
同
じ
見
解
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ア
ポ
ロ
ン
の
託
宣
は
、
一

連
の
論
理
的
演
繹
に
よ
っ
て
、
サ
ラ
ミ
ス
で
も
た
ら
さ
れ
た
勝
利
の
原
点
と
な
る
主
要
な
事
実
で
あ
っ
た
。

ア
テ
ネ
人
た
ち
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
幾
何
学
の
定
理
を
発
見
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
正
し
い
解
釈
を

発
見
す
る
と
い
う
功
績
を
た
て
た
の
で
あ
る
。 

お
、
神
々
し
い
サ
ラ
ミ
ス
島
よ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
と
は
言
わ
ず
に
、
「
お
お
、
不
幸
な
サ
ラ
ミ
ス
島
よ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
と
い
っ
た
よ
う
な

表
現
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
（
１
）

、
と
。 

 

（
１
）H

érod.,V
II, 143. 

（
１
） 

ニ
ー
チ
ェ
が
哲
学
者
た
ち
に
対
し
て
行
な
う
非
難
の
な
か
に
は
な
ん
ら
か
の
真
実
が
存
在
す
る
。
「
彼
ら
は
、
冷
た

く
純
粋
で
神
々
し
い
く
ら
い
に
無
頓
着
な
一
弁
証
法
（
こ
の
点
で
、
「
霊
感
」
に
つ
い
て
彼
ら
よ
り
も
正
直
に
、
そ

し
て
重
々
し
く
語
る
各
ラ
ン
ク
の
神
秘
家
た
ち
と
は
異
な
る
）
の
自
律
的
展
開
に
よ
っ
て
彼
ら
の
見
解
を
発
見
し
た

と
い
う
振
り
を
す
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
予
め
先
取
り
さ
れ
た
命
題
、
抽
象
的
で
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
た

一
観
念
、
示
唆
、
大
抵
は
心
の
願
望
が
、
苦
労
し
て
探
求
さ
れ
た
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
彼
ら
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
『
善
悪
の
彼
岸
』 Par delà le bien et le m

al, trad. franç., p.7

） 

Ｇ
・
ソ
レ
ル
は
■
「
社
会
主
義
の
法
的
側
面
」（Les aspects juridiques du socialism

e, Revue socialiste, 
nov. 1900

）
に
お
い
て
ペ
ク
ー
ル
（Pecqueur

）
の
議
論
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
議
論
は

我
々
の
心
を
非
常
に
深
く
捕
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
我
々
の
批
判
的
な
い
し
は
科
学
的
能
力
に
つ
い
て
よ
り
も
は

る
か
に
多
く
我
々
の
詩
的
能
力
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ペ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。
「
素

材
は
神
に
よ
っ
て
集
合
的
か
つ
平
等
に

．
．
．
．
．
．
．
．
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
労
働
は
人
間
で
あ
る
。
聖
パ
ウ
ロ
は
、

働
か
ざ
る
者
食
う
べ
か
ら
ず
と
言
っ
た
。
こ
の
言
葉
の

．
．
．
．
．
な
か
．
．
に
は
未
来
の
社
会
経
済
学
及
び
政
治
経
済
学
の
全
体
が

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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人
々
が
そ
の
行
動
を
規
定
す
る
動
機
に
つ
い
て
自
ら
つ
く
り
出
す
幻
想
の
源
泉
は
種
々
様
々
で
あ
る
。

主
要
な
源
泉
の
一
つ
は
、
人
間
の
行
為
の
大
多
数
が
推
論
の
結
果
で
は
な
い
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
あ
る
（
１
）

。

そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
本
能
的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
人
間
は
そ
れ
に
論
理
的
原
因
を
恣
意
的
に

付
与
し
て
快
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
一
般
に
こ
う
し
た
論
理
の
質
に
つ
い
て
は
余
り
気
む
ず
か
し

く
は
な
く
、
論
証
の
外
見
だ
け
で
き
わ
め
て
安
易
に
満
足
す
る
。
人
間
は
こ
う
し
た
も
の
が
全
く
な
く
て

は
苦
痛
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。 

 

多
く
の
人
々
は
、
彼
ら
が
あ
る
論
証
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
社
会
主
義
者
で
あ
る

の
で
は
な
い
。
大
い
に
違
う
。
彼
ら
は
社
会
主
義
者
な
る
ゆ
え
に
そ
の
論
証
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
。 

 

我
々
は
日
々
類
似
の
事
実
を
目
に
し
て
い
る
。
あ
る
人
物
が
生
活
し
て
い
る
条
件
を
考
慮
し
な
が
ら

我
々
は
彼
が
あ
る
い
く
つ
か
の
見
解
を
表
明
す
る
の
を
聞
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
が
、
彼
は
こ
の
点
を
自
覚
す
る
こ
と
は
な
く
、
全
く
別
の
理
由
に
よ
っ
て
自
分
の
見
解
を
正
当
化
し

よ
う
と
す
る
。 

（
１
） 

こ
の
観
点
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert Spencer

）
に
よ
っ
て
非
常
に
見
事
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

「
観
念
は
人
間
社
会
を
統
治
す
る
こ
と
も
な
い
し
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
も
な
い
。
人
間
社
会
が
統
治
さ
れ
た
り
ひ
っ

く
り
返
さ
れ
た
り
す
る
の
は
感
情
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
観
念
は
た
だ
導
き
手
と
し
て
感
情
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。

社
会
機
構
は

終
的
に
世
論
の
上
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
国
民
の
性
格

カ

ラ

ク

テ

ー

ル

に
立
脚
す
る
の
で

あ
る
。
」
『
社
会
静
学
』Statique sociale, ch.xxx, reproduit dans: Classific. des sciences, trad. franç. 

p.115-116. 

  

Ｇ
・
ル
・
ボ
ン
（G

. Le B
on

）
は
『
国
民
進
化
の
心
理
学
的
法
則
』Lois psych. de l’evol. des peuples, p.30. 

の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
一
国
民
の
歴
史
に
お
け
る
進
化
を
規
定
し
そ
の
運
命
を
規
制
す
る
の
は
そ
の

性
格
で
あ
っ
て
そ
の
知
性
で
は
な
い
。
…
国
民
の
性
格
の
影
響
力
は
国
民
の
生
活
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
が
、
知

性
の
影
響
力
は
実
に
微
弱
な
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
提
題
の
う
ち
に
は
真
実
が
存
在
す
る
が
、
同
時
に
誇
張
も
存
在

す
る
。
あ
り
ふ
れ
た
誤
謬
を
免
れ
る
た
め
に
Ｇ
・
ル
・
ボ
ン
は
全
く
対
極
の
誤
謬
に
陥
る
。
自
ら
の
提
題
を
証
明
す

る
た
め
に
彼
は
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
「
頽
廃
期
の
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
彼
ら
の
粗
野
な
祖
先
た
ち
よ
り
も
は
る

か
に
洗
練
さ
れ
た
知
性
を
有
し
て
い
た
が
、
彼
ら
は
性
格
の
美
質
（les qualités

）
を
失
っ
た
。
…
」
こ
の
主
張

は
事
実
に
反
す
る
。
皇
帝
■G

ratien

■ 

や
■Sidoine A

pollinaire

■ 

の
同
時
代
人
た
ち
が
、
シ
ー
ザ
ー
や
キ

ケ
ロ
、
あ
る
い
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
や
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
同
時
代
人
た
ち
よ
り
も
「
は
る
か
に
洗
練
さ
れ
た
知
性
」
を

有
し
て
い
た
な
ど
と
言
明
す
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
か
。
頽
廃
期
の
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
正
確
に
ラ
テ
ン
語

を
書
く
こ
と
さ
え
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
「
性
格
」
と
は
何
を
意
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
■A

usone

■
は
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
よ
り
も
「
は
る
か
に
洗
練
さ
れ
た
知
性
」
を
持
っ
て
い
た
と
正
当
に
主
張
す
る
こ
と
は
可
能

萌
芽
に
お
い
て
存
在
す
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
」
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｇ
・
ソ
レ
ル
は
大
い
に
正
当
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
公
式

を
認
め
る
人
は
す
べ
て
資
本
家
の
利
益
を
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ペ
ク
ー
ル
が
こ

の
公
式
を
認
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
彼
が
資
本
主
義
体
制
を
拒
否
す
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ

る
。
も
し
彼
が

初
か
ら
資
本
主
義
の
敵
対
者
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
「
素
材
は
集
合
的
か
つ
平
等
に
我
々
に

与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
の
師
で
あ
る
マ
ル
ク
ス

に
お
い
て
さ
え
、
科
学
的
体
裁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
論
は
し
ば
し
ば
論
証
以
前
に
措
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
十
分

認
識
し
て
い
た
。
」 
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一
つ
の
図
が
事
態
を
多
分
よ
り
よ
く
理
解
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
Ａ
は
現
実
的
原
因
―
そ
の
現
象
も
同
様

に
現
実
的
で
あ
る
―
で
あ
り
、
Ｂ
は
結
果
で
あ
る
。
人
々
は
Ａ
と
Ｂ
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
現
実
的
関
係

の
存
在
を
無
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
無
視
し
よ
う
と
欲
す
る
。
そ
し
て
Ｂ
を
な
ん
ら
か
の
原
因
と
連
結
す

べ
き
欲
求
を
感
じ
、
Ｂ
を
Ｃ
の
結
果
と
主
張
す
る
。
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。 

一
．
Ｃ
は
現
実
に
存
在
し
て
は
い
る
が
、
Ｂ
は
そ
の
結
果
で
は

な
い
ケ
ー
ス
。
こ
れ
は
性
急
な
一
般
化
、
不
十
分
な
観
察
、
欠

陥
の
あ
る
推
論
に
よ
っ
て
か
な
り
の
頻
度
で
生
ず
る
ケ
ー
ス
で

あ
る
。
関
連
Ｃ
Ｂ
は
叙
述
す
る
人
物
の
想
像
の
中
に
の
み
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
こ
う
し
た
人
物
は
こ
れ
を
認

め
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
の
結
果
は
Ｄ
で
あ
る
。
別

の
ケ
ー
ス
で
は
人
は
完
全
に
こ
の
結
果
を
認
識
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
避
け
た
い
と
願
い
、
関
連
Ｃ
Ｂ
を
証
明
し
よ

う
と
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
意
図
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は

決
疑
論
の
起
源
の
一
つ
で
あ
る
（
１
）

。
二
．
こ
れ
は
想
像
に
よ
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
Ｃ
を
Ｂ
に
結
び
つ
け
る
関
連
は
厳
密
に
論

理
的
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
も
し
Ｃ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
そ

の
結
果
は
Ｂ
で
あ
ろ
う
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
何
故
に
水
は

ポ
ン
プ
の
中
で
上
昇
す
る
の
か
。
自
然
は
真
空
を
恐
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
水
が
吸
い
上
げ
ポ
ン
プ
の
中
で
上
昇
す
る
と
い
う
事
実
は
現
実
的
で
あ
る
。
真
空
を
恐
れ
る
と

い
う
こ
と
の
結
果
は
論
理
的
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
お
よ
び
そ
の
真
空
恐
怖
の
感
情
と
い
う
の
は
想
像
上

の
実
体
で
あ
る
。
人
が
生
命
力

．
．
．
に
よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
事
実
は
し
ば
し
ば
現
実
的
で
あ
っ

た
し
、
推
論
が
間
違
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
生
命
力

．
．
．
な
る
も
の
は

未
知
の
事
物
で
あ
る
。
人
が
た
と
え
ば
法
的
擬
制
．
．
に
お
い
て
想
像
上
の
原
因
Ｃ
に
訴
え
る
の
は
時
に
故
意

に
よ
っ
て
で
あ
る
（
２
）

。
三
．
Ｃ
が
想
像
上
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
Ｃ
を
Ｂ
に
結
び
つ
け
る
関
連

も
論
理
的
で
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
。
こ
の
誤
謬
は
形
而
上
学
者
に
お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
自
然
哲
学
』
の
中
に
は
、
不
可
解
な
推
論
に
よ
っ
て
現
実
的
現
象
の
説
明

が
演
繹
さ
れ
る
際
の
出
発
点
と
な
る
、
い
く
つ
か
の
未
知
の
実
体
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
種
の
論
考

が
極
端
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
全
く
の
夢
想
に
ま
で
退
化
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
が
、

東
洋
の
神
話
に
不
愉
快
を
感
じ
る
明
晰
な
精
神
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
る
理
由
は
、
多
分
部
分
的
に
は
、

ギ
リ
シ
ア
の
神
話
が
第
二
の
ケ
ー
ス
に
近
く
、
東
洋
の
神
話
は
第
三
の
ケ
ー
ス
に
近
い
と
い
う
こ
と
に
因

る
で
あ
ろ
う
。
ホ
メ
ロ
ス
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
神
々
は
想
像
上
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
存
在
を
い
っ
た
ん
承
認
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
余
り
に
非
論
理
的
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

し
か
る
に
東
洋
の
神
々
と
く
れ
ば
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
努
力
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

各
瞬
間
ご
と
に
そ
の
努
力
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
行
動
様
式
に
理
解
可
能
な
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で
あ
ろ
う
か
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我
々
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
を
挙
げ
た
い
。
ロ
ー
マ
の
力
が

大
に
な
っ
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。 
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こ
の
研
究
の
種
々
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ
は
遺
憾
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
的
重
要
性
と
釣
り

合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
ほ
と
ん
ど
客
観
的
研
究
に
限
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
種
々
の
シ
ス
テ
ム
の
支
持
者
が
満
足
す
る
推
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
我
々
に
知
ら
し
め
る
せ
い
ぜ
い
主
観
的
研
究
の
部
分
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
推
論
の
論
理
的
価
値
の
研
究
は
、
哲
学
的

思
弁
と
し
て
好
奇
心
を
そ
そ
り
興
味
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
践
的
重
要
性
は
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
教
義
の
普
及
は
そ
れ
の
論
理
的
価
値
に
は
ほ
と
ん
ど
依
存
し
な
い
。
そ
の
う
え
、
あ
る
教
義
の
社
会

的
効
果
を
そ
れ
が
有
す
る
論
理
的
価
値
に
よ
っ
て
判
断
し
う
る
と
信
ず
る
人
間
は
甚
大
な
誤
謬
に
陥
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

 

本
書
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
こ
の
二
重
の
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
我
々
が
客
観
的
と
名
づ
け

る
観
点
お
よ
び
主
観
的
と
名
づ
け
る
観
点
か
ら
、
可
能
な
限
り
考
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
は
、
我
々

は
あ
る
い
く
つ
か
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
樹
立
あ
る
い
は
そ
う
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
計
画
の
開
花
を
助
長

す
る
現
実
的
事
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
我
々
に
示
さ

れ
う
る
事
物
お
よ
び
事
実
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
を
探
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
は
、
こ

の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
な
い
し
は
そ
の
計
画
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
推
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
を
検
討
し
、
ま
た
、
諸
前
提
が
ど
の
点
ま
で
経
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
演
繹

が
ど
の
点
ま
で
論
理
的
で
あ
る
か
を
見
る
で
あ
ろ
う
。 

 

客
観
的
現
象
の
研
究
は
、
共
に
現
実
的
な
事
実
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
び
つ
け
る
相
互
依
存
の
関
係
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
主
観
的
現
象
は
、
人
々
が
現
実
的
関
係
に
代
置
す
る
関
係

を
発
見
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
創
作
者
が
共
に
想
像
上
の
も
の
で
あ
る
事
柄
Ｃ
と
Ｅ
と
の
あ
い
だ

に
想
定
す
る
Ｃ
Ｅ
と
い
っ
た
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

も
の
が
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
四
．

後
に
説
明
さ
る
べ
き
事
件
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
Ｂ
が
想
像
上

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
事
件
を
、

厳
密
な
推
論
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
厳
密
さ
も
正
確
さ
も
な
い
推
論
に
よ
っ
て
、
あ
る
現
実
的
な
原
因
に
、

あ
る
い
は
想
像
上
の
原
因
に
、
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
３
）

。 

（
１
） 

Ｌ
・
ド
ゥ
・
モ
ラ
ン
（
Ｌ
・
ド
ゥ
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
）L. de M

orren

（L. de Saussure

）
は
『
環
境
と
種
族
』Les 

m
ilieux et les races , février 1901, p.41.

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
あ
る
新
聞
が
中
国
に
お
け

る
出
来
事
を
読
者
に
説
明
す
る
た
め
に
、
孔
子
（Fong-Shauï

）
の
教
え
を
説
明
し
た
。
こ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
読
者
は
中
国
人
の
行
動
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
読
め
ば
確
か
に
彼
ら
は
中
国
の
環
境
と

彼
ら
の
環
境
と
の
相
違
に
つ
い
て
あ
る
新
し
い
観
念
を
得
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
読
者
に
、
中
国
人
の

信
念
と
中
国
人
の
行
動
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
大
い
に
誤
れ
る
知
識
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
。
な
ぜ
な
ら
読
者
は
教
義
と
い
う
舞
台
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
義
と
し
て
の
孔
子

．
．
．
．
．
．
．
．
を
判
断
す
る
。

す
な
わ
ち
論
理
的
観
点
か
ら
孔
子
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
…
読
者
は
こ
の
教
義
の
論
理
の

（
３
） 

こ
の
研
究
は
社
会
学
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
と
こ
ろ
で
採
り
上
げ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
問
題
に
と
っ
て
厳
密
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
説
明
す
る
。 

（
２
） 

第
四
章
を
参
照
。 

（
１
） 

後
述
■p.27

（
原
文
）
■
を
参
照
。 

   

15



 

し
か
し
社
会
的
現
象
の
原
因
は
こ
の
よ
う
に
立
て
ら
れ
た
宗
教
的
そ
の
他
の
少
数
の
公
理
よ
り
も
桁
は

ず
れ
に
多
数
で
あ
り
、
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
自
ら
の
行
動
を
す
べ
て
こ
う
し
た
公
理
に
結
び
つ
け
よ
う

 

人
々
は
自
ら
の
す
べ
て
の
行
動
を
、
一
種
宗
教
的
に
信
じ
て
い
る
少
数
の
行
動
規
則
に
準
ぜ
し
め
る
習

慣
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
な
る
の
は
避
け
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
々
の
大
多
数
は
行
動
を
現

実
的
原
因
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
必
要
な
特
性
も
知
性
も
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は

も

知
的
な
人
々
で
さ
え
、
自
分
た
ち
の
行
動
規
則
を
少
数
の
公
理
、
基
本
原
理
に
圧
縮
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
は
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
長
期
に
わ
た
る

精
妙
な
理
論
的
考
察
に
身
を
委
ね
る
時
間
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

歴
史
に
関
す
る
「
唯
物
論
」
は
そ
れ
ゆ
え
そ
の
出
発
点
を
真
実
の
一
原
理
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

明
確
に
規
定
し
よ
う
と
欲
す
る
余
り
、
経
験
か
ら
正
当
に
引
き
出
し
う
る
結
論
を
越
え
る
と
い
う
誤
ち
を

犯
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
は
さ
ら
に
言
え
ば
人
間
精
神
に
と
っ
て
十
分
に
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
同
種
の
欠
陥
は
マ
ル
サ
ス
の
理
論
に
お
い
て
も
、
リ
カ
ー
ド
ー
の
地
代
の
理
論
に
お
い

て
も
、
そ
の
他
多
く
の
理
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
が
真
実
に
到
達
で
き
る
の
は
連
続

的
な
修
正
を
通
じ
て
の
み
、
誤
謬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
個
別
の
命
題
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
で
あ
る
。 

 

我
々
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
幻
想
を
共
有
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
幻
想
の
源
泉
を
明
ら
か
に
す
べ
く

あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
探
求
は
し
ば
し
ば
、
社
会
諸
制
度
と
教
義
を
変

容
さ
せ
る
の
が
経
済
的
事
実
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
史
的
唯
物
論
」
が
認
め
る
よ
う
に
、

人
々
の
意
識
の
う
ち
に
反
映
す
る
の
も
経
済
的
事
実
で
あ
る
こ
と
を
我
々
に
確
認
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
１
）

。

し
か
し
我
々
は
ま
た
か
な
り
し
ば
し
ば
次
の
こ
と
も
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
我
々

の
認
識
の
現
状
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
経
済
的
事
実
に
還
元
可
能
で
な
い
そ
の
他
の
事
実
も
存
在
す
る
と

い
う
点
で
あ
る
。 

 

人
々
の
意
識
に
は
、
事
態
は
こ
の
よ
う
に
は
反
映
し
な
い
。
彼
ら
が
あ
る
宗
教
的
、
道
徳
的
、
人
道
主

義
的
な
運
動
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
と
き
、
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
全
く
本
気
で
、
自
分
た

ち
の
確
信
は
現
実
の
争
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
を
出
発
点
と
し
て
有
す
る
厳
密
な
一
連
の
論
証
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。 

（
１
） 

こ
れ
は
通
俗
的
解
釈
の
方
向
で
あ
る
が
、
他
方
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
文
章
は
支

持
を
与
え
て
も
い
る
。
全
く
異
な
る
方
向
の
学
問
的
解
釈
も
存
在
す
る
。
第
一
四
章
を
参
照
。 

   

な
か
に
中
国
人
の
行
動
の
説
明
を
見
出
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
教
義
は
甚
だ
し
く
非
論
理
的
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
読
者
は
こ
の
記
事
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
文
明
の
安
定
性
に
つ
い
て
よ
く
理
解
す
る
代
り
に
、

中
国
文
明
に
対
す
る
嘲
弄
の
印
象
を
う
け
取
る
で
あ
ろ
う
。
…
孔
子
の
論
理
的
貧
困
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
う

し
た
判
断
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
た
し
か
に
不
正
確
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
概
念
．
．
に
お
い
て
争

う
べ
か
ら
ざ
る
役
割
を
演
ず
る
の
は
論
理
で
あ
り
、
概
念
は
概
念
と
し
て
そ
れ
が
感
情
の
方
向
性
を
支
配
す
る
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
判
断
は
、
次
の
点
で
重
要
な
事
柄
を
無
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
概
念
の

論
理
の
な
か
に
の
み
行
動
の
説
明
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
こ
う
し
た
説
明
は
と
り
わ
け
中
国
人
の
感

情
、
我
々
が
こ
の
場
合
直
観
に
よ
っ
て
も
、
概
念
の
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
も
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
感
情
、
の
う
ち
に

住
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
点
、
で
あ
る
。
」 
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(

２)

ル
ナ
ン
（R

enan

）,
 M

arc-Aùrele, p.601.

「
あ
ら
ゆ
る
面
で
犠
牲
に
さ
れ
た
の
は
金
持
ち
で
あ
っ
た
。
金
持
ち
は

教
会
に
ほ
と
ん
ど
入
ら
ず
、
彼
ら
の
教
会
に
お
け
る
位
置
は
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
福
音
書
に
よ
る
約
束
を
誇
り
と

し
て
い
た
貧
乏
人
た
ち
は
金
持
ち
を
尊
大
と
も
見
ら
れ
か
ね
な
い
態
度
で
扱
っ
た
。
金
持
ち
は
自
分
の
財
産
を
キ
リ
ス

ト
教
の
精
神
に
対
す
る
一
種
の
背
反
と
し
て
許
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」 

と
欲
す
る
こ
と
―
人
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
―
は
、
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
行
動
に
対
し
て

虚
構
の
原
因
を
指
定
帰
属
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
特
に
あ
る
種
の

決
疑
論
の
必
要
性
が
出
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
生
活
は
人
が
尊
重
し
た
い
と
欲
し
て
い
る
原
理
の
論

理
的
帰
結
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
原
理
を
そ
の
帰

結
が
現
実
の
生
活
条
件
と
余
り
衝
突
し
な
い
よ
う
な
形
で
解
釈
す
る
手
段
を
発
見
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
々
が
宗
教
的
に
信
じ
て
い
る
或
る
原
理
Ｘ
は
論
理
的
帰
結
と
し
て
社
会
に
と
っ
て

有
益
な
作
用
Ｍ
、
Ｎ
、
等
、
お
よ
び
社
会
生
活
の
条
件
に
余
り
に
強
く
衝
突
す
る
別
の
作
用
Ｐ
、
Ｑ
、
等

を
も
有
す
る
と
す
る
。
Ｐ
、
Ｑ
、
…
を
避
け
る
た
め
に
Ｘ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
言
っ
て
拙
い
方

法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
Ｘ
は
必
然
的
に
Ｚ
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の

Ｚ
は
恐
ら
く
Ｐ
、
Ｑ
、
…
よ
り
も
さ
ら
に
悪
い
論
理
的
帰
結
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
１
）

。
そ
れ
ゆ
え
普
通

採
用
さ
れ
る
方
法
は
、
Ｘ
の
帰
結
の
う
ち
か
ら
Ｐ
、
Ｑ
、
…
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
形
で
、

論
理
に
若
干
の
小
さ
な
歪
曲
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
疑
論
者
及
び
解
釈
学
者
の
仕
事
で
あ
る
。

も
し
こ
の
仕
事
を
論
理
的
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
そ
れ
は
何
の
価
値
も
も
た
ず
、
実
践
的
観
点
か
ら
見
る

な
ら
ば
そ
れ
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
事
実
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
し
て
き
た
。

ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
多
神
教
の
進
化
の
或
る
段
階
で
、
浄
化
さ
れ
た
或
る
道
徳
を
、
解
釈
の
離
れ
業
に

よ
っ
て
、
神
々
の
伝
説
的
犯
罪
と
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
世
界
に
お

け
る
新
改
宗
者
の
甚
だ
し
い
増
加
に
遭
遇
し
た
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
明
ら
か
に
も
っ
ぱ
ら

下
層
の

人
間
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
た
戒
律
を
、
金
持
ち
や
権
力
者
た
ち
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
社
会
の
生
活

条
件
と
両
立
さ
せ
る
た
め
に
驚
異
的
な
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
２
）

。
我
々
は
今
度
は
社
会
主

義
が
こ
の
局
面
に
入
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
第
一
四
章
に
お
い
て
見
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
）
ス
パ
ル
タ
人
た
ち
は
敵
の
前
で
退
却
し
な
い
こ
と
を
名
誉
と
信
じ
て
い
た
。
こ
れ
が
原
理
Ｘ
で
あ
る
。
こ
の
原
理
Ｘ

は
ス
パ
ル
タ
に
と
っ
て
好
都
合
な
多
数
の
帰
結
を
持
っ
て
お
り
、
■Therm

opyles

■
の
英
雄
た
ち
に
霊
感
を
与
え
、 

 

■Sim
onide

■
は
彼
ら
に
、
自
分
た
ち
は
ス
パ
ル
タ
の
法
に
従
う
た
め
に
死
ぬ
、
と
言
わ
し
め
て
い
る
。Anth., 

Epigram
m

. Sepul ., 249:

■
（
以
下
ギ
リ
シ
ア
語
２
行
） 

  

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た

初
の
執
政
官
の
場
合
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
内
閣
の
大
臣
に
な
っ
た
ミ
ル
ラ
ン

（M
illerand

）
氏
の
場
合
と
同
じ
程
度
に
厄
介
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
初
期
に
は
、
今
日
、

娘
の
初
聖
体
を
許
し
た
と
い
う
こ
と
で
■
ジ
ョ
レ
ー
ス
（Jaurès

）
■
氏
を
悩
ま
し
た
の
と
類
似
の
困
難
、
ま
た
、
社

会
主
義
的
決
疑
論
に
対
し
て
そ
れ
が
華
々
し
く
確
立
さ
れ
る
機
会
を
提
供
し
た
の
と
類
似
の
困
難
を
経
験
し
た
金
持
ち

が
一
人
な
ら
ず
存
在
し
た
。 

し
か
し
こ
の
原
理
はPlatée

に
対
し
て
致
命
的
な
帰
結
も
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。Am

om
pharetos

は
そ

の
頭
目
で
あ
るPausanias

が
命
令
し
た
戦
略
を
実
行
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
こ
の
戦
略
は
彼
に
敵
の
前
で
後

退
す
る
こ
と
を
強
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。Pausanias

は
多
分
彼
を
説
得
す
る
た
め
に
決
疑
論
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

尽
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
説
得
に
成
功
せ
ず
、
逆
に
こ
の
片
意
地
で
厳
格
な
論
理
家
を
気
狂
い
じ
み
て
非
常
識
な
人
間
と

言
明
し
た
。
（
■
以
下
ギ
リ
シ
ア
語
１
行
）H
erod. IX, 55, 3. 
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人
々
を
巻
き
込
み
、
あ
る
時
代
に
支
配
的
な
発
想
法
や
見
解
を
通
し
て
、
ま
た
人
々
の
精
神
状
態
や
行

為
を
通
し
て
我
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
大
き
な
潮
流
は
一
様
な
も
の
で
は
な
い
。
潮
流
の
強
さ
は
非

常
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
原
因
は
、
知
ら
れ
て
い
る
部
分
も
あ
れ

ば
知
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
く
つ
か
は
人
間
の
心
理
的
本
性
に
因
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
道
徳
的
宗
教
的
運
動
過
程
は
、
経
済
的
運
動
過
程
と
同
じ
よ
う
に
、
律
動
的
な
の
で
あ
る
。

経
済
的
運
動
の
律
動
は
経
済
危
機
を
生
み
出
し
、
今
日
で
は
、
こ
の
経
済
危
機
に
つ
い
て
は
入
念
に
研
究

さ
れ
て
き
て
お
り
、
い
ま
や
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。
道
徳
的
宗
教
的
運
動
過
程
の
律
動
に
つ
い
て

逆
に
し
ば
し
ば
そ
の
存
在
も
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
で
経
過
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
を
ざ
っ

と
で
も
見
て
み
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
き
わ
め
て
明
瞭
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
２
）

。
例
え
ば
同
一
の
国

で
信
仰
と
不
信
仰
の
時
期
の
継
起
が
多
数
見
ら
れ
る
。
運
動
は
し
ば
し
ば
非
常
な
大
き
さ
に
達
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
す
べ
て
の
歴
史
家
が
そ
れ
に
注
目
す
る
。
し
か
し
歴
史
家
は
そ
こ
に
特
別
な
一
事

実
の
み
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
律
動
の
一
般
法
則
の
一
つ
の
表
わ
れ
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
外
見
上
矛
盾
す
る
結
論
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
外
見
上
矛
盾
す
る
結
論
に
達

す
る
の
は
社
会
現
象
を
異
な
る
相
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
誤
謬
に
お
け
る

も
共
通

の
原
因
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
吟
味
の
た
め
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
観
点
の
狭
さ
の
う
ち
に
ま
さ
に
横

た
わ
っ
て
い
る
。 

 
論
理
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
パ
ス
カ
ル
が
そ
の
著
書Provinciales

に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
は
正
し
か
っ

た
。
実
践
的
な
い
し
は
総
合
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
し
か
し
、
彼
の
反
対
者
た
ち
も
少
な
く
と
も
い
く
つ

か
の
場
合
に
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
い
く
つ
か
の
宗
教
的
原

理
と
、
攻
撃
的
で
富
を
追
求
す
る
文
明
社
会
に
お
け
る
生
存
条
件
と
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
時
に
彼
ら
が
責
め
ら
れ
る
べ
き
行
き
過
ぎ
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
和
解
の
原
理
そ
の
も
の
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
依
然
と
し
て
正
当
な
の
で
あ
る
（
１
）

。 

（
１
）
Ｇ
・
ボ
ア
シ
エ
（G

. B
oissier

）
は
そ
の
著
書La religion rom

aine, II, p.98.

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
た
ち
は
「
決
疑
事
項
を
確
定
し
た
い
く
つ
か
の
書
物
を
書
い
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
書
物
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
決
疑
論
の
産
物
と
認
め
ら
れ
う
る
。
」
彼
は
思
い
違
い
を
し
て
い
る
。
決
疑
論
は
ず

っ
と
後
の
も
の
で
あ
る
。Euripide

はH
ippolyte

に
次
の
よ
う
に
言
わ
し
め
て
い
る
。
「
誓
っ
た
の
は
私
の
口
で
あ
っ

て
、
私
の
精
神
は
誓
わ
な
か
っ
た
。
」
（
■
以
下
ギ
リ
シ
ア
語
１
行
）
こ
の
よ
う
な
心
的
留
保
を
し
て
もProvinciales

の
美
点
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
も
こ
の
よ
う
な
留
保
をThesm

oph, 
275-276

で
書
き
と
め
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
な
ら
ば
ジ
ェ
ス
ィ
ッ
ト
の
心
的
留
保
を
書
き
と
め
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
さ

ら
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
も
ロ
ー
マ
人
も
こ
の
よ
う
な
心
的
留
保
の
術
に
お
い
て
は
達
人
と
認
め
ら
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
彼

ら
の
動
き
を
窮
屈
に
す
る
誓
約
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
知
悉
し
て
い
た
。
我
々
と
同
時
代
人
で
あ
る
、
あ
る
種

の
セ
ク
ト
的
信
奉
者
は
素
朴
に
も
、
ジ
ェ
ス
ィ
ッ
ト
は
、
目
的
は
手
段
を
正
当
化
す
る
と
い
う
原
理
を
発
明
し
た
と
信

じ
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
世
界
と
同
じ
よ
う
に
古
い
の
で
あ
る
。
「
神
聖
な
る
」
プ
ラ
ト
ン
で
さ
え
、
嫌
が
ら
ず
に
こ

の
原
理
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、D

e rep., p.459 c, d,

に
お
い
て
「

マ
ジ
ス
ト
ラ
ー
ト

政
治
権
力
は
し
ば
し
ば
虚
言
と
策
略
を

用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、
「
治
療
策
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
は
有
用
だ
」
と
別

の
と
こ
ろ
で
彼
が
言
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。 
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人
々
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
宗
教
感
情
と
そ
れ
が
ま
と
う
形
式
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
本
質
的
に
重

要
な
こ
と
で
あ
る
。
振
動
は
感
情
に
つ
い
て
も
形
式
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
が
、
一
般
に
形
式
の
場
合
よ

り
も
感
情
の
場
合
の
方
が
振
動
の
強
度
は
は
る
か
に
低
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
宗
教
的
形
式
の
没
落
が
見

ら
れ
る
場
合
、
感
情
そ
の
も
の
が
衰
退
し
て
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
に
は
十
分
に
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
。

感
情
そ
の
も
の
の
強
度
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
お
ら
ず
別
の
形
式
の
も
と
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
の
で
あ
る
。 

 

十
八
世
紀
末
と
十
九
世
紀
初
め
の
歴
史
を
研
究
し
た
著
作
家
た
ち
は
宗
教
的
信
仰
の
深
刻
な

動
揺

オ
シ
ラ
シ
オ
ン

に

気
づ
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
形
式
と
内
容
と
を
混
同
し
て
い
る
。
あ
る
宗
教
的
形
式
が
そ

 

ロ
ー
マ
史
を
研
究
し
た
著
者
た
ち
は
す
べ
て
、
共
和
国
の
末
期
に
お
け
る
不
信
仰
か
ら
帝
国
後
期
に
お

け
る
信
心
深
さ
に
至
る
、
大
き
な
振
動
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
レ
ン
ド
レ
ン
ダ
ー
（Friendlaender

）
は

不
信
仰
は
上
流
社
会
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
波
及
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
一
般

的
で
あ
り
、
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
運
動
は
と
り
わ
け
上
流
の
社
会
階
級
に
お
い
て
顕

著
で
あ
り
、
下
層
階
級
に
は
は
る
か
に
少
な
く
し
か
波
及
し
な
い
。
も
っ
と
も
下
層
階
級
は
こ
の
よ
う
な

運
動
の
結
果
を
多
少
と
も
感
じ
る
の
で
は
あ
る
が
。
「
人
民
の
側
は
―
と
ギ
ボ
ン
は
述
べ
て
い
る
（
第
一
五

章
）
―
彼
ら
の
神
々
が
、
彼
ら
が
習
慣
的
に
そ
の
地
位
と
才
能
を
尊
敬
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
排
斥
さ

れ
嘲
い
も
の
に
さ
れ
る
の
を
見
た
と
き
、

も
ア
ン
プ
リ
シ
ッ
ト

内
含
的
な
信
仰
と
と
も
に
採
用
し
た
教
義
の
真
実
性
に
つ

い
て
疑
念
と
嫌
疑
を
抱
い
た
。
」
ル
ナ
ン
（R

enan

）
は
、
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の
よ
う
な
哲
学
的
教
義
ま
で
含

み
、
そ
し
て

終
的
に
は
競
合
す
る
諸
宗
教
の
う
ち
の
一
つ
の
勝
利
に
帰
着
す
る
、
一
般
的
な
宗
教
的
運

動
過
程
に
つ
い
て
非
常
に
よ
く
見
て
い
た
人
で
あ
る
。
異
教
の
哲
学
者
た
ち
の
著
作
に
は
し
ば
し
ば
「
キ

リ
ス
ト
教
的
」
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
借
用
は
な
い
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
こ
の
時
代
の
人
々

に
共
通
の
同
一
の
観
念
内
容
が
思
想
に
お
い
て
取
る
と
こ
ろ
の
形
式
で
あ
る
。
勝
利
し
た
宗
教
は
か
く
し

て
一
般
的
運
動
の
総
合
及
び
完
成
の
形
の
下
に
我
々
の
前
に
現
れ
る
。
他
方
、
そ
の
宗
教
は
成
功
の
た
め

に
は
深
刻
に
自
ら
を
変
容
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
敵
か
ら
も
大
い
に
借
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

社
会
的
運
動
に
つ
い
て
、
過
去
の
事
実
に
よ
っ
て
運
動
の
未
来
に
お
け
る
方
向
を
予
見
す
る
こ
と
が
難

し
い
の
は
、
波
動
曲
線
に
従
っ
て
そ
れ
が
起
き
る
か
ら
で
あ
る
（
１
）

。
我
々
は
文
学
、
道
徳
、
法
の
な
か
に
、

ま
す
ま
す
強
ま
る
あ
る
性
格
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
運
動
が

無
限
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
社
会
が
あ
る
一
定
の
目
的
に
向
か
っ
て
進
む
で
あ
ろ
う
と
結
論
す
れ
ば
そ
れ

は
ま
ち
が
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
反
動
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
逆
方
向
の
運
動
が
ま
も

な
く
生
ず
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
運
動
が
そ
の
方
向
を
変
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

一
般
に
ま
ず
そ
の
強
度
を
減
ず
る
の
で
は
な
く
―
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
予
測
は
楽
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
―

逆
に
非
常
に
し
ば
し
ば
、
ま
さ
に
方
向
転
換
の
直
前
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
強
度
は

大
に
な
る
も
の
で

あ
る
。 

（
１
）Cours, § 925

以
下
。 

（
１
）
第
六
章
を
参
照
。 

（
２
）
文
学
に
つ
い
て
は
律
動
運
動
は
確
認
さ
れ
て
お
り
、
Ｇ
・
レ
ク
サ
ー
ル
（G

. R
exard

）
氏
の La m

éthode 
scientifique de l’histoire littéraire, Paris, 1900.

に
見
事
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。 
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低
い
社
会
層
に
生
ま
れ
た
エ
リ
ー
ト
を

上
層
へ
と
押
し
上
げ
、
権
力
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
を
降
下
さ
せ

消
滅
さ
せ
る
循
環
運
動
は
大
抵
の
場
合
い
く
つ
か
の
事
情
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず

第
一
に
、
こ
の
運
動
は
一
般
に
緩
慢
な
も
の
で
あ
り
、
運
動
の
一
般
的
方
向
及
び
基
本
線
を
識
別
し
う
る

の
は
、
あ
る
長
い
期
間
、
例
え
ば
数
世
紀
の
歴
史
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
あ
る
短
い

期
間
の
み
に
目
を
向
け
る
同
時
代
の
観
察
者
に
は
偶
然
的
状
況
の
み
が
目
に
入
る
。
彼
が
見
る
の

は

カ
ー
ス
ト

特
権
階
級
間
の
敵
対
、
専
制
君
主
の
抑
圧
、
民
衆
の
蜂
起
、
自
由
主
義
的
要
求
、
貴
族
政
治
、
神
権
政

治
、
衆
愚
政
治
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
一
般
的
現
象
の
個
別
的
局
面
し
か
表
わ
れ
て
お
ら
ず
、
 

フ
リ
エ
ン
ド
レ
ン
ダ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
の
出
現
を
特
徴
づ
け
る
動
き
と
こ
の
よ
う
な
動
き
と
の
あ
い
だ

に
類
似
を
見
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
前
世
紀
に
お
け
る
反
キ
リ
ス
ト
教
的
傾
向
の
上
げ
潮
が

高

潮
に
達
し
た
後
、
急
速
に
弱
ま
り
、
強
力
な
引
き
潮
が
続
き
同
じ
よ
う
に
抗
し
が
た
い
力
で
教
養
の
あ
る

人
の
大
部
分
を
引
き
さ
ら
っ
て
行
っ
た
の
と
同
様
に
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
お
い
て
も
、
第
一
世

紀
を
支
配
し
た
諸
傾
向
の
後
に
、
積
極
的
な
信
仰
に
向
か
う
強
力
な
反
作
用
が
優
勢
と
な
り
、
こ
の
場
合

に
も
教
養
の
あ
る
人
々
の
大
部
分
を
と
ら
え
た
（
１
）

。
」 

 

こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
先
行
す
る
不
信
仰
の
振
動
期
を
う
ま

く
叙
述
し
て
い
る
（L’anc. rég., p.220

）
。「
一
般
に
十
八
世
紀
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全

体
に
お
い
て
そ
の
力
の
大
き
な
部
分
を
失
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
不
信
仰
は
王
家
の
若
者
、
才

子
の
あ
い
だ
に
は
広
ま
っ
て
い
た
。
…
不
信
仰
は
フ
ラ
ン
ス
を
除
い
て
ま
だ
ど
こ
で
も
全
般
的
で
不
寛
容

な
情
熱
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
抑
圧
的
な
感
情
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
（
１
）

。
」
二
二
六
頁
で
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
不
信
仰
の
哲
学
は
（
イ
ギ
リ
ス
で
は
）
我
々
の
哲
学
者
た
ち
の
大
部
分
が
生
ま
れ

る
以
前
に
説
か
れ
て
い
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
訓
練
し
お
お
せ
た
の
は
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ロ
ー
ク

（B
olingbroke

）
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
全
体
を
通
じ
て
不
信
仰
は
そ
の
有
名
な
代
表
者
を
イ
ギ
リ
ス
に

も
っ
て
い
た
。」
こ
れ
は
大
き
な
道
徳
的
危
機
が
経
済
的
危
機
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
の
一
特
徴
で
あ
る
。
双

方
と
も
全
般
的
で
あ
っ
て
、
局
地
的
で
は
な
い
。
逆
方
向
の
振
動
が
接
近
し
て
い
た
。
他
方
、
宗
教
的
感

情
一
般
の
振
幅
は
、
こ
の
宗
教
的
感
情
の
特
徴
的
形
式
の
一
つ
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
観
察
さ

れ
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
失
っ
た
も
の
を
「
自
然
」
、
「
人
間

性
」
、
「
感
受
性
」
の
宗
教
が
、
ま
た

オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム

神
秘
学
が
獲
得
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
一
つ
の
宗
教
革
命
で
あ
っ

た
。
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
き
彼
は
臆
病
に
す
ぎ
た
の
で
あ
る
（
一
六
頁
）
。
「
フ
ラ
ン

ス
革
命
は
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
革
命
の
よ
う
に
作
用
し
、
あ
る
意
味
で
宗
教
革
命
の
側
面
を
も
っ
た
政
治
革

命
で
あ
る
。
」
問
題
は
単
に
類
似
で
は
な
く
、
同
一
性
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
も
、
律
動
的
運
動
は
続
き
、
経

済
的
危
機
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
多
数
の
小
さ
な
振
動
が
大
き
な
振
動
に
伴
っ
て
き
た
。
一
九
〇
一
年
現

在
我
々
は
ま
だ
宗
教
感
情
の
強
度
に
つ
い
て
、
上
昇
期
に
い
る
。
宗
教
感
情
の
再
昂
進
は
古
い
宗
教
に
は

ほ
ん
の
僅
か
し
か
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
が
、
新
し
い
宗
教
つ
ま
り
社
会
主
義
と
そ
の
他
同
種
の
「
人

道
主
義
的
」
信
仰
、
ま
た
交
霊
術
等
は
そ
れ
に
よ
る
利
益
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
獲
得
し
た
。 

の
地
歩
を
失
う
と
き
、
彼
ら
は
、
一
般
的
に
宗
教
感
情
に
つ
い
て
は
時
に
部
分
的
補
償
作
用
が
存
在
し
、

こ
の
補
償
作
用
は
別
の
宗
教
形
式
が
地
歩
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
１
）
こ
の
一
節
は
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
書
か
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。 

（
１
） Civilisation et m

oeurs rom
aines, trad. de Ch. Vogel, IV, p.167. 
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し
か
し
、
事
態
を
遠
く
か
ら
観
察
す
る
人
々
の
錯
覚
よ
り
も
顕
著
な
の
は
、
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

て
そ
の
中
で
一
定
の
能
動
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
人
々
の
錯
覚
で
あ
る
。
Ｂ
に
属
す
る
人
の
多
く
は
、

彼
ら
自
身
あ
る
い
は
彼
ら
の
階
級
の
た
め
の
私
的
な
利
益
で
は
な
く
、
Ｃ
に
と
っ
て
の
利
益
を
追
求
し
て

い
る
、
そ
し
て
彼
ら
が
正
義
、
自
由
、
人
間
性
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
た
め
に
も
っ
ぱ
ら
闘
っ
て
い
る
の

だ
と
誠
実
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
錯
覚
は
同
じ
く
Ａ
に
も
作
用
す
る
。
Ａ
に
属
す
る
人
々
の

う
ち
の
何
人
か
は
、
こ
う
し
た
美
し
い
原
理
の
実
現
の
た
め
に
、
そ
し
て
不
幸
な
Ｃ
を
助
け
る
た
め
に
闘

っ
て
い
る
と
信
じ
つ
つ
、
彼
ら
が
属
す
る
階
級
の
利
益
を
裏
切
り
、
現
実
に
は
彼
ら
の
行
為
は
も
っ
ぱ
ら
、

 

Ｂ
が
権
力
に
到
達
し
、
凋
落
の
一
途
を
た
ど
る
エ
リ
ー
ト
Ａ
に
取
っ
て
代
る
と
き
、
一
般
に
大
き
な
繁

栄
の
一
時
代
が
到
来
す
る
。
あ
る
種
の
歴
史
家
た
ち
は
そ
の
す
べ
て
の
貢
績
を
「
民
衆
」
、
す
な
わ
ち
Ｃ
に

帰
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
察
の
う
ち
に
存
在
す
る
真
実
は
、
た
だ
下
層
階
級
が
新
し
い
エ
リ
ー
ト
を
産
み

出
す
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
下
層
階
級
自
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
ら
は
統
治
す
る
能
力
は
な
く
、

衆
愚
政
治
が
帰
着
し
た
と
こ
ろ
は
破
局
的
事
態
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

歴
史
家
の
大
部
分
は
こ
の
よ
う
な
運
動
を
見
な
い
。
彼
ら
は
事
象
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
貴
族
あ
る
い

は
寡
頭
支
配
者
―
こ
れ
は
い
つ
も
同
じ
で
あ
る
―
と
、
民
衆
―
こ
れ
も
ま
た
い
つ
も
同
じ
で
あ
る
―
と
の

闘
争
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
き
出
す
。
と
こ
ろ
で
事
実
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
一
．
問
題
は
一
方
の
貴

族
と
も
う
一
方
の
貴
族
と
の
間
の
闘
争
で
あ
る
。
二
．
権
力
の
座
に
あ
る
貴
族
は
絶
え
ず
変
わ
る
。
今
日

の
貴
族
は
一
定
時
間
の
後
敵
対
者
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
ら
れ
る
。 

 

Ａ
に
よ
る
対
抗
が
効
果
的
で
あ
る
場
合
、
Ｂ
が
Ａ
の
地
位
を
奪
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
Ｃ
の
助

け
を
得
て
Ａ
と
一
戦
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
彼
ら
が
成
功
し
権
力
を
占
有
す
る
と
き
に
は

新
た
な
エ
リ
ー
ト
Ｄ
が
形
成
さ
れ
、
か
つ
て
彼
ら
が
Ａ
に
対
し
て
果
し
て
い
た
の
と
同
じ
役
割
を
彼
ら
自

身
に
対
し
て
果
す
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
同
様
に
続
く
。 

 

感
情
の
影
響
―
こ
れ
を
免
れ
る
こ
と
は
具
体
的
な
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
非
常
に
難
し

い
―
が
我
々
の
推
論
を
曇
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
抽
象
的
な
形
で
表
現
し
よ
う
。
Ａ
を
権
力
の
座

に
あ
る
エ
リ
ー
ト
、
Ｂ
を
自
ら
が
権
力
に
就
く
た
め
に
Ａ 

を
権
力
の
座
か
ら
追
放
し
よ
う
と
し
て
い
る
エ

リ
ー
ト
、
Ｃ
を
不
適
応
者
、
精
力
、
独
自
の
性
格
、
知
力
を
欠
く
人
々
、
を
含
む
国
民
の
残
り
の
部
分
、

要
す
る
に
エ
リ
ー
ト
を
別
に
し
た
と
き
に
残
る
人
々
、
と
す
る
。 

Ａ
と
Ｂ
は

シ
エ
フ

頭
目
で
あ
り
、
彼
ら
が
支
持

者
、
手
先
を
調
達
す
る
際
に
当
て
に
す
る
の
が
Ｃ
で
あ
る
。
Ｃ
単
独
で
は
無
力
で
あ
り
、
指
揮
官
な
き
軍

隊
で
あ
り
、
彼
ら
が
重
要
性
を
獲
得
す
る
の
は
Ａ
ま
た
は
Ｂ
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
と
き
の
み
で
あ

ろ
う
。
非
常
に
し
ば
し
ば
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
常
に
、
Ｃ
の
指
導
者
に
な
る
の
は
Ｂ
で
あ
る
。
Ａ
は
根

拠
無
き
安
心
の
う
ち
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
Ｃ
を
軽
視
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｃ
を
よ
り
上

手
に
釣
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
Ｂ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
彼
ら
は
権
力
を
手
に
し
て
い
な
い
が
た

め
に
彼
ら
の
約
束
は
期
限
が
よ
り
長
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
時
に
Ａ
が
Ｂ
の
上
を
行
こ
う
と
試
み
る
こ

と
が
あ
る
。
あ
ま
り
現
実
的
な
譲
歩
は
せ
ず
に
見
せ
か
け
の
譲
歩
に
よ
っ
て
Ｃ
を
満
足
さ
せ
う
る
と
考
え

て
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
が
あ
る
種
の
緩
慢
な
浸
透
を
通
じ
て
Ａ
の
地
歩
を
少
し
ず
つ
奪
い
取
る
場
合
、
社

会
的
周
流
運
動
が
中
断
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
Ｃ
は
彼
ら
を
反
逆
へ
と
駆
り
立
て
た
か
も
知
れ
な
い
指

導
者
を
失
な
う
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
繁
栄
の
一
時
期
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ａ
は
一
般
に
こ
の
よ

う
な
浸
透
に
対
抗
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
抗
も
効
果
な
く
、
意
味
の
な
い
仏

頂
面
に
終
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
錯
覚
の
う
ち
、
特
に
繰
り
返
さ
れ
特
記
に
値
す
る
も
の
が
い
く
つ

か
存
在
す
る
。 

こ
の
一
般
的
現
象
は
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
彼
の
目
に
入
ら
な
い
。 
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あ
る
生
命
体
が
、
あ
る
所
与
の
状
況
の
中
で
生
存
競
争
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
感
情
を
喪
失
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
退
化
の
確
実
な
一
徴
候
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
感
情
の
欠
如
は
多
少
と
も
近
い

将
来
に
お
い
て
種
の
消
滅
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
殴
ら
れ
た
ら
殴
り
返
す
こ
と
、
敵
の
血
を

流
す
こ
と
を
恐
れ
る
生
命
体
は
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
こ
の
敵
の
慈
悲
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。

羊
に
は
常
に
、
そ
れ
を
む
さ
ぼ
り
食
お
う
と
し
て
い
る
狼
が
存
在
し
て
き
た
。
そ
し
て
い
ま
羊
が
こ
の
危

険
を
免
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
人
間
が
自
ら
の
食
い
物
と
す
る
た
め
に
そ
れ
を
か
く
ま
っ
て

い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
自
ら
を
守
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
流
血
を
恐
れ
る
人
間
は
遅
か
れ
早
か
れ

好
戦
的
な
人
間
の
餌
食
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
球
上
に
は
多
分
、
剣
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
な
か
っ
た

土
地
、
ま
た
土
地
を
占
有
し
て
い
る
住
民
が
そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
に
力
に
よ
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
土
地
は

寸
土
と
い
え
ど
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
黒
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
よ
り
も
強
力
で
あ
っ
た
な
ら
ば

 

あ
る
貴
族
集
団
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
常
に
そ
の
没
落
を
告
げ
る
徴
候
は
、
人
道
主
義
的
感
情
と
甘
っ
た

る
い
感
傷
癖
の
侵
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
こ
の
貴
族
集
団
を
、
そ
の
地
位
を
防
衛
す
る
こ
と
に
つ
い
て
無

能
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
１
）

。
暴
力
と
力
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
暴
力
は
し
ば
し
ば
弱
さ
に
伴

う
も
の
で
あ
る
。
権
力
を
維
持
す
る
力
を
失
っ
た
個
人
あ
る
い
は
階
級
が
む
や
み
や
た
ら
に
暴
力
を
振
る

っ
て
ま
す
ま
す
お
ぞ
ま
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
強
い
人
間
は
そ
れ
が
絶
対

的
に
必
要
な
場
合
に
の
み
た
た
き
殴
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
は
何
者
も
彼
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
■
ト
ラ
ー
ジ
ャ
ン
（Trajan

）
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
？
■
は
強
力
で
は
あ
っ
た
が
暴
力
的
で
は
な
か
っ
た
。

カ
リ
ギ
ュ
ラ
（C

aligula

）
は
暴
力
的
で
あ
っ
た
が
強
力
で
は
な
か
っ
た
。 

 

後
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
結
果
に
気
づ
く
人
々
は
時
に
、
そ
れ
が
Ｂ
に
属
す
る
人
々
で
あ
れ
Ａ
に
属

す
る
人
々
で
あ
れ
、
Ｃ
を
助
け
た
い
と
い
う
願
望
に
導
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
主
張
す
る
彼
ら
の
偽
善
を

非
難
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
に
ま
ち
が
い
で
あ
り
、
Ａ
に
属
す
る
人
も
Ｂ
に
属
す
る
人
も

そ
の
多
く
は
誠
実
さ
の
点
か
ら
見
て
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
は
な
い
。 

Ｂ
が
権
力
を
奪
取
し
、
次
い
で
、
Ｃ
の
上
に
Ａ
に
よ
る
く
び
き
よ
り
も
し
ば
し
ば
重
い
く
び
き
を
か
け
る

の
を
助
け
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。 

（
１
） 

ル
ナ
ン
（R

enan

）
『
キ
リ
ス
ト
教
教
会
』L’église chrét. p.96.
「
す
べ
て
の
人
が
よ
り
善
良
に
な
っ
て
き
て
い

る
…
苦
し
む
人
に
慰
安
を
与
え
る
こ
と
が
万
人
の
関
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
…
ロ
ー
マ
の
残
酷
な
貴
族
政
に
代
っ

て
善
を
望
む
誠
実
な
人
々
に
よ
る
属
州
の
貴
族
政
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
古
代
世
界
の
力
と
偉
大
さ
は
失
わ
れ
て

き
て
い
る
。
人
々
は
善
良
で
、
温
和
で
、
忍
耐
強
く
、
人
間
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
常
に
起
る
こ
と
で
あ
る
が
、

社
会
主
義
的
観
念
は
こ
の
よ
う
な
寛
大
な
観
念
の
恩
恵
に
浴
し
て
出
現
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
…
」
。 

テ
ー
ヌ
（Taine

）
『
旧
体
制
』L’ancien régim

e, p.242.

「
十
八
世
紀
の
終
り
に
は
、
上
流
階
級
に
お
い
て
、

そ
し
て
中
間
階
級
に
お
い
て
さ
え
、
人
々
は
血
を
恐
れ
た
。
品
性
の
穏
や
か
さ
と
牧
歌
的
空
想
は
戦
闘
的
意
思
を
柔

弱
に
し
た
。
行
政
官
た
ち
は
到
る
所
で
次
の
こ
と
を
忘
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
と
文
明
の
維
持
は
一
握
り
の
悪
人

や
気
違
い
じ
み
た
人
間
の
生
活
よ
り
も
限
り
な
く
優
越
せ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
、
政
府
の
本
来
の
目
的
は
、
憲
兵
隊

の
そ
れ
と
同
じ
く
、
力
に
よ
る
秩
序
の
維
持
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」 

ル
・
ボ
ン
（Le B

on

）
『
社
会
心
理
学
』Psych. du social., p.384.

「
新
し
い
野
蛮
人
に
対
す
る
反
対
者
は
彼

ら
と
交
渉
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
連
の
譲
歩
を
通
し
て
彼
ら
の
生
存
を
少
し
延
ば
す
こ
と
し
か
考
え
な
い
。
こ
う
し

た
こ
と
は
野
蛮
に
反
対
す
る
人
々
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
者
た
ち
を
勇
気
づ
け
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た

連
中
の
軽
蔑
を
買
う
だ
け
で
あ
る
。
」 

こ
れ
ら
三
つ
の
引
用
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
偶
然
で
は
な
い
。 
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制
度
変
更
の
成
功
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
力
に
対
し
て
説
得
を
対
置
す
べ
き

で
は
な
い
。
説
得
と
は
力
を
獲
得
す
る
た
め
の
一
手
段
に
他
な
ら
な
い
。
社
会
の
全
成
員
が
例
外
な
く
説

得
さ
れ
た
こ
と
は
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
成
功
を
確
保
す
る
た
め
に
、
た
だ
社
会
の
一
部
の

人
々
、

多
数
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
別
の
理
由
に
よ
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
力
を
持

つ
部
分
が
説
得
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。 

 

同
じ
く
社
会
に
お
い
て
も
権
利
な
る
も
の
は
そ
れ
が
一
つ
の
現
実
で
あ
る
た
め
に
は
力
を
必
要
と
す
る
。

権
利
は
そ
れ
が
自
然
に
成
長
し
た
も
の
で
あ
れ
、
少
数
者
の
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
反
対
者
に

強
制
さ
れ
う
る
の
は
力
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
あ
る
種
の
制
度
の
効
用
、
そ
の
制
度
が
喚
起
す
る
感
情

は
制
度
の
樹
立
を
準
備
す
る
が
、
そ
の
制
度
が
既
成
事
実
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
制
度
を
欲
す
る

人
々
が
そ
れ
を
欲
し
な
い
人
々
に
そ
れ
を
強
制
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
し
ご
く
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
る
。
■
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
（A

nton M
enger

）
■
は
、
我
々
の
今
日
に
お
け
る
権
利

は
「
力
に
基
づ
く
伝
統
的
諸
関
係
に
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
立
脚
し
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
取
り
換
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
き

た
す
べ
て
の
権
利
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
し
メ
ン
ガ
ー
の
望
む
権
利
が
一
現
実
と

な
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
今
度
は
そ
れ
が
現
実
に
対
し
て
力
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し

そ
れ
が
力
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
夢
想
の
状
態
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
権
利
は

初
は
切
り
離
さ
れ
た
個
々
人
の
力
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
今
日
で
は
集
団
の
力
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
が
力
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
（
１
）

。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
分
け
合
っ
た
の
は
黒
人
で
あ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
を
分
け
合
っ
た
の
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
文
明
的
」
と
自
称
す
る
諸
民
族
が
持
つ
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
非
文
明
的
」
な
他

の
諸
民
族
―
彼
ら
は
そ
う
呼
ぶ
こ
と
を
喜
ぶ
―
を
征
服
す
る
「
権
利
」
な
る
も
の
は
全
く
ば
か
ば
か
し
い

も
の
で
あ
り
、
よ
く
言
っ
て
も
こ
の
権
利
は
力
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
中
国
人
よ
り

も
強
力
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
彼
ら
は
中
国
人
に
対
し
て
そ
の
意
思
を
押
し
つ
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し

中
国
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
よ
り
も
強
力
に
な
る
な
ら
ば
、
役
割
は
逆
転
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
道
主

義
的
宣
言
が
一
軍
隊
に
対
し
て
有
効
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。 

（
１
） 

ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ム
ナ
ー
・
メ
イ
ン
卿
は
『
原
始
制
度
の
歴
史
の
研
究
』（Sir H

enry Sum
ner M

aine, Etudes sur 
l’hist. des inst. prim

., trad., franç., p.337

）
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
原
始
時
代
に
お
け
る
法
的
進
歩
の
創
始

者
た
ち
の
目
に
は
「
正
当
な
権
利
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
た
の
は
、
満
足
を
得
る
た
め
に
種
々
の
危
険
に
立
ち
向
か

っ
た
者
、
人
々
の
集
ま
り
に
向
か
っ
て
不
平
不
満
を
述
べ
て
い
た
者
、
都
市
の
入
口
に
所
在
を
定
め
て
王
に
対
し
て

執
拗
に
正
義
を
要
求
し
た
者
、
で
あ
っ
た
。
」
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
古
代
法
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
（p.51
）
。

「
あ
ら
ゆ
る
処
罰
の
欠
如
は
し
ば
し
ば
ブ
リ
ー
ホ
ン
（
訳
注 : 

古
代
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
裁
判
官
、
決
定
の
強
制
権

は
も
た
な
か
っ
た
）
の
権
利
の
理
解
を
妨
げ
る

大
の
困
難
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
」
逮
捕
や
差
押
え
を
執
行
す
る
の

は
当
事
者
自
身
で
あ
っ
た
。
Ｒ
・
フ
ォ
ン
・
イ
エ
ー
リ
ン
ク
（R

.Von Jhering

）
も
、
ロ
ー
マ
法
の
中
に
「
当
事

者
自
身
が
自
ら
の
権
利
を
実
現
す
る

．
．
．
．
一
時
期
」
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ム
ナ
ー
・
メ
イ
ン
卿
は

『
古
代
法
と
原
始
習
慣
の
研
究
』（Etudes sur l’anc. droit et la cout. prim

., trad. franç., p.521

）
で
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
彼
ら
の
命
令
へ
の
尊
敬
（
＝
法
廷
の
命
令
へ
の
尊
敬
）
は
我
々
の
風
俗
習
慣
の
中
に
非
常

に
深
く
移
行
し
て
い
る
の
で
、
…
裁
判
所
が
服
従
さ
せ
る
た
め
に
物
質
的
強
制
力
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
稀
で
あ
る
。
…
力
が
依
然
と
し
て
権
利
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
凝
縮
さ
れ
た
形

で
留
保
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
力
を
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
隠
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
」 
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エ
リ
ー
ト
は
ま
ず
ロ
ー
マ
の
農
民
階
級
（
１
）

か
ら
、
次
に
は
そ
の
周
辺
つ
ま
り
ラ
テ
ィ
ウ
ム
の
農
民
階
級

か
ら
、
そ
し
て
後
者
が
涸
渇
す
る
と
（
２
）

イ
タ
リ
ア
の
残
り
の
部
分
、
ガ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
出
現
し
、

後
に
は
蛮
族
そ
の
も
の
が
用
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

ロ
ー
マ
史
は
我
々
に
、
継
起
的
に
権
力
に
到
達
し
た
き
わ
め
て
多
数
の
エ
リ
ー
ト
を
教
え
て
く
れ
る
。 

 

エ
リ
ー
ト
の
継
起
に
関
す
る
、
以
上
の
よ
う
な
一
般
的
研
究
は
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
事
例
に
よ
っ
て

補
足
さ
れ
れ
ば
役
に
立
つ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

エ
リ
ー
ト
の
継
起
と
い
う
事
実
が
歴
史
に
お
い
て
有
す
る
重
要
性
を
確
認
し
た
か
ら
と
て
、
非
常
に
頻

繁
に
見
ら
れ
る
誤
謬
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
を
唯
一
の
原
因
と
し
て
す
べ
て
を
説
明

し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
進
化
は
と
て
つ
も
な
く
複
雑
な
過
程
で
あ
る
。

我
々
は
社
会
進
化
の
過
程
の
中
に
い
く
つ
か
の
主
要
な
流
れ
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
単
一
の
流
れ
に
還
元
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
無
謀
な
試
み

で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
は
諸
現
象
を
大
き
く
分
類
し
て
研
究
し
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
関
係
を
発
見
す
る

こ
と
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

エ
リ
ー
ト
の
継
起
現
象
と
並
行
し
て
、
文
明
諸
国
民
の
あ
い
だ
で
は
別
の
非
常
に
重
要
な
現
象
が
観
察

さ
れ
る
。
経
済
的
財
の
生
産
は
特
に
動
産
資
本
の
増
加
に
よ
っ
て
増
大
す
る
一
方
で
あ
る
。
動
産
資
本
の

住
民
一
人
当
り
の
平
均
は
文
明
と
進
歩
の

も
確
実
な
指
標
の
一
つ
で
あ
る
。
か
く
し
て
物
質
的
安
寧
は

ま
す
ま
す
拡
大
し
て
ゆ
く
。
他
方
で
、
戦
争
及
び
内
戦
は
ま
す
ま
す
儲
か
ら
な
い
仕
事
と
な
り
、
数
の
上

で
も
激
し
さ
の
点
で
も
低
下
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
風
俗
は
柔
和
に
な
り
、
道
徳
は
醇
化
さ
れ

る
。
か
く
し
て
政
治
家
た
ち
の
虚
し
い
煽
動
の
外
部
で
Ｇ
・
ド
・
モ
リ
ナ
ー
リ
（G

・de M
olinari

）
氏

が
「
静
か
な
革
命
」（
１
）

と
名
付
け
た
事
態
が
実
現
す
る
。
す
な
わ
ち
社
会
的
諸
条
件
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
変

化
と
改
善
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
国
家
社
会
主
義
に
よ
る
浪
費
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
保
護
主
義
的
法
律
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
た
り
、
時
に
は
停
め
ら
れ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、

も
文
明
化
さ
れ
た
諸
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
統
計
が
こ
の
よ
う
な
動
き
の
痕
跡
を

示
し
て
い
る
。 

 
社
会
制
度
が
樹
立
さ
れ
る
の
も
力
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
の
も
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。 

 

自
ら
の
地
位
を
守
る
た
め
に
一
戦
を
交
え
る
用
意
の
な
い
エ
リ
ー
ト
は
誰
で
あ
れ
凋
落
の
さ
な
か
に
あ

る
の
で
あ
り
、
も
は
や
彼
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
に
は
欠
け
て
い
る
男
性
的
性
質
を
有
す
る
別
の
エ

リ
ー
ト
に
自
ら
の
場
所
を
譲
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
彼
が
闡
明
し
て
き
た
人
道
主
義
的
原
理
が
彼
自
身
に

も
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
な
ら
ば
そ
れ
は
全
く
の
夢
想
で
あ
る
。
征
服
者
は
彼
の
耳
に
仮
借
な

きvae victis

（
ヴ
ァ
ー
エ
・
ヴ
ィ
ク
テ
ィ
ス
、
「
征
服
さ
れ
た
る
者
は
無
残
な
る
か
な
」
）
の
道
理
を
説
き

聞
か
せ
る
で
あ
ろ
う
。
前
世
紀
の
終
り
に
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
諸
階
級
が
そ
の
「
サ
ン
シ
ビ
リ
テ
」
を
磨
く

こ
と
に
専
念
し
て
い
た
と
き
ギ
ロ
チ
ン
の
刃
は
秘
か
に
研
が
れ
て
い
た
。
こ
の
無
為
の
う
ち
に
暮
す
軽
薄

な
人
々
は
、
寄
生
的
な
生
活
を
送
り
つ
つ
、
優
雅
な
晩
餐
の
席
で
、
世
界
を
「
迷
信
」
か
ら
解
放
し
「
破

廉
恥
な
も
の
を
押
し
つ
ぶ
す
」
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
た
ち
自
身
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と

は
考
え
も
せ
ず
に
、
語
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

多
分
、
農
民
階
級
が
エ
リ
ー
ト
を
産
み
出
す
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
多
少
と
も
漠
然
た
る
認
識
は
カ
ト
ー

（C
aton

）
が
表
明
し
て
い
る
世
論
の
う
ち
に
何
ら
か
の
場
所
を
占
め
て
い
る
。
（
以
下
ラ
テ
ン
語
５
行
）。 

（
１
） Com

m
ent se résoudra la question sociale, Paris, 1896. 
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遠
い
昔
か
ら
上
流
多
数
派
（m

ajores gentes

）
と
新
た
な
エ
リ
ー
ト
す
な
わ
ち
上
流
少
数
派
（m

inores 
gentes

）
と
の
あ
い
だ
の
闘
争
は
看
取
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
流
少
数
派
に
対
し
て
大
タ
ル
キ
ン
（Tarquin 

l’ancien,

ロ
ー
マ
五
代
目
の
王
）
は
上
流
多
数
派
と
と
も
に
上
院
に
参
加
す
る
よ
う
に
要
請
し
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
「
元
老
院
貴
族
の
家
族
は
あ
ま
り
多
産
で
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
―
と
Ch
・
レ

ク
リ
ヴ
ァ
ン
（C

h. Lécrivain

）（
１
）

は
言
う
―
。
子
供
の
数
は
普
通
五
人
で
あ
っ
た
と
誤
っ
て
主
張
さ
れ

て
き
て
い
る
。
…
元
老
院
貴
族
の
家
族
の
歴
史
は
結
局
の
と
こ
ろ
…
同
じ
結
論
に
達
し
た
。
王
政
と
共
和

政
の
貴
族
階
級
は
相
次
い
で
滅
亡
し
つ
つ
あ
る
…
。
そ
れ
ゆ
え
タ
ル
キ
ン
が
上
流
少
数
派
を
貴
族
に
昇
格

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
老
院
の
欠
員
を
埋
め
た
こ
と
は
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
こ
の

場
合
、
ロ
ー
マ
七
丘
の
上
に
あ
る
都
市
パ
ラ
テ
ィ
ヌ
ス
と
そ
の
他
の
都
市
と
の
併
合
に
起
源
を
有
す
る
と

思
わ
れ
る
浸
透
が
重
要
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
流
多
数
派
と
上
流
少
数
派
と
の
敵

対
の
証
拠
に
は
事
欠
か
な
い
（
２
）

。
勿
論
、
少
数
派
が
多
数
派
と
分
担
し
て
権
力
を
握
る
と
き
に
は
、
少
数

派
は
多
数
派
と
同
じ
よ
う
に
国
民
の
残
り
の
部
分
に
対
し
て
は
堪
え
が
た
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

（
２
） N

iebuhr , H
ist. rom

., trad. franç., II, p.153.

「
紀
元
二
五
三
年
、
彼
ら
（
上
院
少
数
派
）
は
執
政
官
の
第
二

位
の
地
位
を
回
復
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
昔
の
抑
圧
者
に
併
合
さ
れ
、
次
に
抑
圧
者

か
ら

コ
ミ
ュ
ヌ

市
民
を
守
ら
ず
、
そ
し
て
彼
ら
に
戻
っ
て
き
た
地
位
か
ら
一
再
な
ら
ず
追
い
払
わ
れ
た
と
き
、
人
々
は
彼
ら

自
身
が
思
う
ほ
ど
、
彼
ら
に
対
す
る
信
頼
を
保
持
し
な
か
っ
た
。
」
（p.209

）「
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
も
間

違
い
は
な
い
と
確
信
す
る
。
す
な
わ
ち
、

コ
ミ
ュ
ヌ

市
民
の
全
面
的
な
奴
隷
化
を
予
め
防
い
だ
の
は
二
六
九
年
に
、
寡
頭
政

の
多
く
の
部
分
が
執
政
官
の
地
位
か
ら
自
分
た
ち
が
排
除
さ
れ
る
の
を
見
越
し
て

コ
ミ
ュ
ヌ

市
民
と
同
盟
し
た
こ
と
で
あ

る
。
」
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
、
Ｃ
と
同
盟
す
る
Ｂ
が
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
欲
し
て
い
た
も
の
を
獲
得
す

る
や
否
や
Ｃ
を
裏
切
る
（p.211

）。
こ
れ
ら
全
体
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
上
流
多
数

派
は
貴
族
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
分
裂
の
帰
結
を
こ
の
場
合
理
解
し
て
い
た
こ
と
、
も
は
や
な
に
も
の
も
邪
魔
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
調
停
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
時
点
か
ら
「

コ
ミ
ュ
ヌ

市
民
」
に
対
し
て

大
の
憎
悪
を
示

し
た
の
は
ま
さ
に
上
流
少
数
派
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
ブ
ー
ル
が
「

コ
ミ
ュ
ヌ

市
民
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
Ｄ
お
よ
び
Ｃ
の

新
た
な
エ
リ
ー
ト
の
全
体
に
他
な
ら
な
い
。 

（
１
） D

ict. D
arem

b. Saglio, s. v.  G
ens. p.1514. 

（
２
） 

ラ
プ
ー
ジ
ュ
（Lapouge

）
氏
が
『
社
会
的
淘
汰
』Les sélections sociales, p.87.

で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
問
題
は
優
生
学
の
遂
行
、
優
秀
な
種
族
の
人
間
の
完
成
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
こ
れ
を
絶
対
的
に
受
容
す

る
に
し
て
も
拒
否
す
る
に
し
て
も
、
事
実
が
不
足
し
て
い
る
。 

  

■D
e re rustica: A

t ex agricolis et viri fortissim
i et m

ilites strem
uissim

i gignuntur, m
axim

eque 
pius 

quaestus 
stabilissim

usque 
consequitur, 

m
inim

eque 
inuidiosus: 

m
inim

eque 
m

ale 
cogitantes sunt, qui in to studio occupati sunt.

農
業
に
つ
い
て: 

し
か
し
他
方
、

も
強
力
な
男
も
、
ま
た

も
強
健
な
兵
士
も
農
民
か
ら
産
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た

も
良
心
的
で
、

も
確
実
な
、
し
か
も

も
反
感
を

買
わ
な
い
利
得
も
農
民
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
仕
事
に
心
を
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
は

も
考
え
る
と
い
う

と
こ
ろ
が
な
く
、
ま
た
ま
ち
が
っ
て
考
え
る
。
■ 

ア
テ
ネ
に
関
し
て
Ｈ
・
フ
ラ
ン
コ
ッ
ト
（H

. Francotte

）
が
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
産
業
』（L’industrie dans 

la G
rèce ancienne , II, p.327

）
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
正
し
い
。
「
都
市
は
都
市
を
若
返
ら
せ
る
生

命
力
を
農
村
人
口
か
ら
汲
み
取
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
生
命
力
が
全
く
汲
み
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
は
長
い
時

間
を
必
要
と
し
た
。
」 

ニ
ー
ブ
ー
ル
（N

iebuhr

）
、
モ
ム
ゼ
ン
（M

om
m

sen

）
、
デ
ュ
リ
ュ
イ
（D

uruy

）
と
い
っ
た
、
我
々
の
理
論
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に
と
っ
て
有
利
な
歴
史
家
の
証
言
は
貴
重
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
学
者
た
ち
は
こ
の
我
々
の
理
論
を
承
知
し
て
お

ら
ず
、
し
か
も
こ
の
理
論
と
は
絶
対
的
に
対
立
す
る
考
え
方
さ
え
も
ち
な
が
ら
、
事
件
を
解
釈
す
る
た
め
に
予
め
考

え
ら
れ
た
構
想
に
よ
っ
て
自
ら
を
導
く
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
た
ち
の
構
想
を
支
持
す
る
よ
う
な
論
拠
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
ず
、
事
実
の
抗
し
難
い
力
に
よ
っ
て
我
々
の
理
論
の
方
向
に
導
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
で
あ

る
。 

（
３
） Tite-Live, III, 65
：
（
ラ
テ
ン
語
三
行
）
．
■Q

uiescenti plebi ab junioribus patrum
 injuriae fieri 

coeptate. Juniores patrum
 

を “les jeunes patricien” 

と
訳
し
て
は
な
ら
な
い
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、m

inores gentes 
で
あ
る
。 

  

共
和
政
が
樹
立
さ
れ
る
や
否
や
、
俗
説
に
従
え
ば
「
貴
族
」
と
「

プ
プ
ル

市
民
」
と
の
間
の
（
１
）

、
し
か
し
実
際

に
は
旧
貴
族
と
、
下
層
階
級
か
ら
出
現
し
た
新
し
い
貴
族
と
の
あ
い
だ
の
闘
争
が
始
ま
る
。
「
闘
争
は

市
民

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

の
内
部
に
集
中
し
て
い
る
。
傍
ら
に
並
行
的
に
第
二
の
動
き
、
都
市
に
憧
れ
て
い
る

ノ
ン
・
シ
ト
ワ
イ
ア
ン

非
市
民

の

動
き
が
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
平
民

プ
レ
ー
ブ

、
ラ
テ
ィ
ウ
ム
諸
民
族
、
古
代
イ
タ
リ
ア
人
、
解
放
奴
隷
に
よ

る
不
穏
な
動
き
が
出
て
来
る
。
平
民
や
解
放
奴
隷
の
よ
う
に
既
に
市
民
の
名
称
を
も
っ
て
い
よ
う
と
、
あ

る
い
は
ラ
テ
ィ
ウ
ム
諸
民
族
や
古
代
イ
タ
リ
ア
人
の
よ
う
に
い
ま
だ
こ
の
名
称
を
拒
否
さ
れ
て
い
よ
う
と
、

彼
ら
は
全
て
政
治
的
平
等
へ
の
欲
求
を
強
く
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
要
求
し
て
い
る
（
２
）

。
」
こ
れ
は
真
実
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
部
隊
を
突
撃
に
駆
り
立
て
、
そ
れ
ら
に
政
治
的
平
等
、
さ
ら
に
は
そ
の
敵

対
者
の
財
産
ま
で
も
約
束
す
る
の
は
新
し
い
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
「
彼
ら
の
う
ち
の
貧
乏
人
の
絶
望
状
態

は
彼
ら
の
指
導
者
の

強
力
の
武
器
で
あ
り
、
こ
の
指
導
者
た
ち
の
抗
議
理
由
は
、
新
し
い
エ
リ
ー
ト
に

と
っ
て
は
、
も
し
法
律
が
下
層
階
級
を
単
一
の

コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン

ま
と
ま
り
と
し
て
結
び
つ
け
て
い
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
で

も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
（
３
）

。
」
貧
乏
人
た
ち
は
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
そ
の
指
導
者
に
従
っ
た
。
彼
ら
は
「
負

債
の
免
除
と
若
干
の
土
地
所
有
権
」
を
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
（
４
）

。
旧
貴
族
と
同
じ
よ
う
に
富
裕
で
あ

り
、
同
じ
よ
う
に
権
力
を
も
ち
た
い
と
望
ん
で
い
る
平
民
貴
族
が
存
在
す
る
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
た
。

「
プ
プ
ル

市
民
の
力
は
平
民
あ
る
い
は
大
衆
の
中
に
移
行
し
て
い
た
。
彼
ら
は
既
に
そ
の
身
分
の
者
の
あ
い
だ
で
、

お
よ
び
有
力
か
つ
富
裕
な
人
々
の
大
多
数
の
中
で
重
き
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
５
）

。
」
権
力
獲
得
へ
の
道

を
歩
ん
で
い
る
の
は
新
し
い
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
野
望
を
、
大
衆
に
味
方
す
る
要
求
の
ヴ
ェ

ー
ル
の
下
に
隠
し
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
要
求
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
。
大
衆
に
対
し
て

そ
の
指
導
者
は
土
地
法
と
負
債
の
免
除
を
約
束
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
も
っ
と
後
に
な
っ
て

帝
位
へ
の
候
補
者
た
ち
が

レ
ギ
オ
ン

軍
団
に
対
し
て
贈
与
物
（donativum

）
を
約
束
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

Ｅ
・
ブ
ロ
ー
（E

. B
elot

）
は
『
ロ
ー
マ
騎
兵
隊
員
の
歴
史
』（H

ist. des chevaliers rom
., Paris, 1873, II, p.8

）

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
だ
、
平
民
に
よ
る
ま
ず
第
一
に
元
老
院
貴
族

ペ

ト

リ

シ

ア

ン

に
対
す
る
、
次
い

で
一
般
貴
族

ノ

ブ

レ

ス

に
対
す
る
闘
争
を
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
程
度
に
誇
り
高
く
有
能
な
二
つ
の

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

特
権
階
級

の
あ
い
だ
の
闘
争

と
見
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
外
で
あ
り
得
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
」 

（
２
） M

om
m

sen, H
ist. rom

., trad. franç., II, p.3-4 

（
３
） N

iebuhr, H
ist. rom

., I, p.550. 

彼
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
彼
ら
を
ロ
ー
マ
人
と
比
較
し

て
い
る
。 

（
４
） N

iebuhr, ibidem
, p.551. 

（
５
） M
om

m
sen, ibidem

, p.16. 

  

平
民
の
エ
リ
ー
ト
は

セ
ナ
ー
ト

元
老
院
に
入
っ
た
。
そ
し
て
も
し
伝
承
さ
れ
て
い
る
話
が
正
確
で
あ
る
な
ら
ば
、
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ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
「
平
民
特
権
階
級
が
護
民
官
職
を
奪
取
し
そ
れ
を
彼
ら
の
目
的
に
向
け
て
方
向

転
換
さ
せ
て
以
降
、
土
地
法
と
信
用
法
は
あ
る
意
味
で
放
っ
た
ら
か
し
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
新
し
く
征
服
さ
れ
た
領
地
も
不
足
す
る
こ
と
な
く
、
田
舎
で
は
貧
困
な
、
あ
る
い
は
貧
困
化
し
つ

つ
あ
る

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

市
民

に
不
足
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
１
）

。
」
し
か
し
あ
る
時
期
に
帝
位
候
補
者
す
べ
て
が
、
兵
士

た
ち
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
な
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
こ
と
を
遂
に
納
得
し
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、「
遂
に
あ
る
日
、
そ
れ
ま
で

ノ
ー
ブ
ル

貴
族
の
抵
抗
」
に
よ
っ
て
政
治
的
平
等
の
恩
恵
か
ら
除
外
さ
れ

て
い
た
―
貴
族
に
と
っ
て
は

プ
プ
ル

市
民
の
無
関
心
が
助
け
に
な
っ
て
い
た
―
平
民
特
権
階
級
は
、
パ
ト
リ
キ
を

前
に
し
て
は
孤
立
し
無
力
な
、
不
幸
な
大
衆
と
の
同
盟
を
確
認
し
た
（
２
）

。
」 

そ
こ
で
ほ
と
ん
ど
半
数
を
占
め
た
。
そ
の
と
き
「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
貴
族
が
政
治
秩
序
に
お
け
る
特

権
か
ら
溢
れ
出
さ
せ
る
物
質
的
利
益
を
富
裕
階
級
が
大
量
に
獲
得
す
る
状
況
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

も
有
能
で
抵
抗
を
指
導
す
る
能
力
の
あ
る
人
士
が
元
老
院
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
抑
圧
身
分
か
ら
抑

圧
身
分
へ
と
移
行
す
る
に
応
じ
て
、
ま
す
ま
す
重
く

プ
プ
ル

市
民
の
上
に
苦
難
が
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
（
１
）

。
」

し
か
し
、
旧
特
権
階
級
は
ま
だ
排
他
的
権
利
を
有
し
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
を
欲
し
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
高
位
職
の
配
分
を
め
ぐ
る
闘
争
が
新
た
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
闘
争
は
長
く
続
い
た
。
「
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
一
般
的
な
利
害
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
は
な
く
、
市
民
の
何
人
か
の
指
導
者

の
野
心
の
み
が
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
攻
撃
は
激
し
く
は
あ
っ
た
が
、
持
続
性
に
は
欠
け

て
い
た
。
そ
し
て
平
民
た
ち
は
名
に
満
足
し
て
長
い
間
実
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
我
々
は
平
民
た
ち

が
ほ
ん
の
僅
か
な
農
地
の
た
め
に
■Licinius Stolon

■
と
執
政
政
治
を

後
の
瞬
間
に
見
捨
て
る
覚
悟

を
す
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
（
２
）

。
」
彼
ら
は
多
分
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ほ
ん
の
僅
か
な

農
地
で
も
そ
れ
は
少
な
く
と
も
触
知
し
う
る
確
実
な
財
で
あ
っ
た
。
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
主
義
者

の
多
く
は
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
の
指
導
者
の
一
人
を
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（W

aldeck-R
ousseau

）

の
内
閣
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
に
与
え
ら
れ
る
名
誉
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
富
を
分
配

す
る
こ
と
の
代
り
に
な
り
う
る
と
は
考
え
な
い
。 

 

（
１
） M

om
m

sen, H
ist. rom

., II, p.35. 

被
抑
圧
者

．
．
．
．
及
び
抑
圧
者

．
．
．
と
い
う
用
語
は
過
剰
で
あ
る
。
問
題
に
さ
れ
て
い
る

の
は
、
権
力
に
到
達
す
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。 

平
民
の
元
老
院
議
員
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
し
た
。
旧
特
権
階
級
は
消
滅
し
て
、
新
た
な
特
権
階
級
が
そ
れ
に
代

っ
た
。W

illem
s

の
『
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
元
老
院
』（Le sénat de la république rom

aine

）
に
よ
れ

ば
、
三
〇
四
名
の
元
老
院
議
員
の
う
ち
、
パ
ト
リ
キ
と
し
て
の
議
員
は
九
八
名
、
平
民
の
議
員
は
二
一
六
名
で
あ
っ

た
。
「
ス
ル
ラ
（Sulla

）
は
―
と
ニ
ー
ブ
ー
ル
は
『
ロ
ー
マ
史
』III, p.280

で
言
う
―
リ
キ
ニ
ウ
ス
法
を
こ
え
て

ま
で
政
体
を
逆
行
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
旧
特
権
階
級
パ
ト
リ
キ
の
家
族
は
大
部
分
絶
え

て
お
り
、
平
民
の
家
族
も
そ
の
政
体
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
利
益
を
見
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
」 

（
２
）D

uruy, H
ist. des rom

., I, p.223.  
  

（
１
） M

om
m

sen, H
ist. rom

., II, p.67. 

（
２
） M

om
m

sen, ibidem
, p.69. 

  

新
し
い
特
権
階
級
は
輝
か
し
い
勝
利
を
得
る
。
■Liciniae sextiae

■ 

の
法
律
は
外
見
上

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

市
民

間
の

平
等
を
樹
立
す
る
。
現
実
に
は
、
「
以
前
と
同
じ
く
貴
族
政
治
の
ま
ま
で
あ
っ
た
（
１
）

。
」
偶
然
は
し
ば
し
ば

あ
る
種
の
抽
象
的
関
係
に
具
体
的
形
態
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
法
律
の
作
成
者
ガ
イ
ウ
ス
・
リ
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も
う
一
つ
別
の
エ
リ
ー
ト
が
場
面
に
登
場
す
る
。
本
来
の
ロ
ー
マ
の
農
民
階
級
が
次
第
に
涸
渇
し
消
え

去
り
つ
つ
あ
っ
た
。
「
市
民

キ

リ

ト

に
な
っ
た
平
民
の
下
に
、
そ
し
て
百
人
隊
及
び

ト
リ
ビ
ュ

族

の
外
側
に
、
既
に
急
速
に

数
を
殖
や
し
て
い
た
解
放
奴
隷
（
１
）

、
ロ
ー
マ
で
は
制
定
さ
れ
て
い
た
選
挙
権
を
も
た
な
い
（sine 

suffragio

）
職
人
、
商
人
、

ミ
ュ
ニ
シ
ー
プ

自
治
市
住
民
、

後
にaerarii

（
こ
の
中
に
は
裕
福
で
活
動
的
で
知
的
な
人
々

が
含
ま
れ
て
い
る
）
が
含
ま
れ
て
い
た
（
２
）

。
」
ニ
ー
ブ
ー
ル
は
「
自
治
市
住
民
は
国
民
に
対
し
て
新
し
い
家

族
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
若
返
ら
せ
た
（
３
）

」
と
非
常
に
適
切
に
叙
述
し
て
い
る
（III, p.11

）
。

そ
れ
か
ら
は
こ
れ
は
ロ
ー
マ
史
を
支
配
す
る
重
大
な
事
実
と
な
る
。
ロ
ー
マ
は
近
接
諸
民
族
の
あ
ら
ゆ
る

エ
リ
ー
ト
を
少
し
ず
つ
刈
り
取
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
４
）

。
彼
ら
を
す
べ
て
貪
り
尽
く
す
と
き
ロ
ー
マ

は
潰
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

エ
リ
ー
ト
の
周
流
運
動
が
再
び
始
ま
る
。
「
新
し
い
貴
族
政
治
が
樹
立
さ
れ
た
。
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
に
対
す

る
反
対
党
派
が
登
場
し
た
…
彼
ら
（
新
し
い
反
対
派
）
は
下
層
の
人
々
、
と
く
に
零
細
農
民
の
利
益
を
掲

げ
て
い
る
（
１
）

。
」
す
な
わ
ち
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
加
盟
者
を
、
彼
ら
が
そ
れ
を
見
出
し
う
る
と
こ
ろ
か
ら
、

さ
ら
に
は
権
力
に
到
達
し
た
ば
か
り
の
エ
リ
ー
ト
を
徴
募
し
た
と
こ
ろ
か
ら
補
充
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 

キ
ニ
ウ
ス
・
ス
ト
ロ
ン
■G

aius Licinus Stolon

■ 

は
こ
の
自
ら
の
法
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
下
さ
れ

た

初
の
人
で
あ
っ
た
（
２
）

。
彼
は
た
だ
自
ら
の
階
級
に
兵
隊
を
供
給
す
る
た
め
だ
け
に
作
ら
れ
た
一
法
律

が
自
ら
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
驚
い
た
に
違
い
な
い
。 

（
１
）
解
放
奴
隷
は
明
ら
か
に
奴
隷
の
中
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
解
放
奴
隷
の
非
常
に
僅
か
な
部
分
は
そ
の
自
由
を

ず
る
賢
さ

ヴ

ィ

ー

ス

に
負
う
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
大
多
数
は
そ
の
自
由
を
性
格
、
知
性
、
活
動
性
、
種
々
の
労
働
へ
の
適
性
に

負
う
て
い
た
。
道
徳
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
し
か
し
、
彼
ら
は
質
の
低
い
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。 

（
２
） Val. M

ax., V
III, 6, 3. 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
ニ
ー
ブ
ー
ル
は
独
自
的
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
（III, p.1-2

）
ガ
イ

ウ
ス
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ス
ト
ロ
ン
の
中
傷
者
に
対
し
て
激
し
く
憤
慨
す
る
。
次
い
で
（p.47

）
あ
た
か
も
言
っ
た

ば
か
り
の
こ
と
を
も
う
覚
え
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
Ｇ
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ス
ト
ロ
ン
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
引

用
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
付
言
す
る
。
「
こ
れ
は
貪
欲
な
る
も
の
の
力
に
つ
い
て
の
物
悲
し
い
一
事
例
で
あ
る
。

そ
の
力
は
、
名
誉
の
た
め
に
貪
欲
に
な
る
こ
と
を

も
警
戒
し
て
い
た
は
ず
の
人
々
の
う
え
に
さ
え
及
ん
だ
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
事
例
は
、

ビ
ア
ン
フ
ェ

善
行

な
る
も
の
は
必
ず
し
も

も
き
れ
い
な
手
か
ら
出
て
来
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
」 

（
１
） M

om
m

sen, H
ist. rom

., II, p.83. 

（
４
） D

uruy, H
ist. des rom

., V, p.529.

「
か
く
し
て
、
イ
タ
リ
ア
周
辺
に
お
け
る
ロ
ー
マ
文
明
の
栄
光
が
つ
く
り
出

（
２
）D

uruy, H
ist. des Rom

., I, p.287. 

（
３
） 

一
種
の
知
的
淘
汰
が
生
じ
た
。
自
治
市
の
中
で
公
職
を
得
た
者
は
ロ
ー
マ

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

市
民

と
な
っ
た
。
ガ
イ
ウ
ス
（G

aius

）

I, 96 

（
■
以
下
ラ
テ
ン
語
四
行
）。 

   

（
１
） M

om
m

sen, H
ist. rom

., II, p.84 plus loin, 85. 

「
前
夜
来
（depuis la veille
）
獲
得
さ
れ
て
い
た

シ
ヴ
ィ
ル

市
民
の

平
等
の
内
部
に
既
に
、
貴
族
的
党
派
と
新
た
な
民
主
的
党
派
の

初
の
要
素
が
姿
を
見
せ
て
い
た
。
」
か
く
し
て
モ
ム

ゼ
ン
は
自
ら
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
継
起
す
る
エ
リ
ー
ト
と
い
う
現
象
を
叙
述
し
て
い
る
。 
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ロ
ー
マ
で
は
■equo privato

（
私
有
財
産
を
有
す
る
？
）
■
騎
兵
隊
員
は
、
護
民
官
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟

（G
racques

）
か
ら
共
和
政
の
終
り
ま
で
、
大
部
分
田
舎
の
諸
族
の
出
で
あ
り
、
金
権
政
治
的
淘
汰
の
産

物
で
あ
る
（
１
）

。
金
持
ち
に
な
っ
た
共
和
派
は
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

エ
リ
ー
ト
と
い
う
も
の
は
経
済
的
、
社
会
的
生
活
条
件
に
従
っ
て
い
く
つ
も
の
形
で
現
れ
る
。
商
人
及

び
産
業
家
に
お
け
る
富
の
獲
得
、
好
戦
的
国
民
に
お
け
る
軍
事
的
成
功
、
専
制
政
治
、
民
主
政
治
、
衆
愚

政
治
に
お
け
る
政
治
的
能
力
及
び
し
ば
し
ば
謀
略
の
精
神
と
性
格
の
卑
劣
さ
、
中
国
人
に
お
け
る
文
学
的

成
功
、
中
世
に
お
け
る
聖
職
上
の
高
位
、
等
は
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
淘
汰
が
行
わ
れ
る
手
段
で
あ
る
。 

 

我
々
は
こ
こ
で
は
、
多
数
の
、
興
味
あ
る
詳
細
部
分
に
つ
い
て
は
短
縮
し
ま
た
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
し
な
い
と
こ
の
事
例
の
報
告
は
本
書
の
残
り
の
部
分
の
大
き
さ
と
釣
り
合
い
が
取
れ
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。 

し
た
運
命
的
な
一
法
律
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
全
般
的
繁
栄
の
結
果
と
し
て
、
各
属
州
に
次
の
よ
う
な
瞬
間
が
到
来
し

た
。
す
な
わ
ち
、
自
治
市
の
問
題
の
管
理
の
必
要
上
形
成
さ
れ
た
人
々
、
あ
る
い
は
、
商
業
に
よ
っ
て
富
裕
に
な
っ

た
人
々
が
、
自
然
に
、
国
家
の
各
種
業
務
の
た
め
に
国
家
か
ら
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
世
紀
に
は

ロ
ー
マ
で
こ
の
新
し
い
貴
族
が
元
老
院
、
軍
隊
、
執
政
官
邸
、
高
位
行
政
職
の
到
る
所
を
満
た
し
て
い
た
。
」 

 

こ
れ
ら
の
事
実
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。
解
釈
は
修
辞
学
と
形
而
上
学
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
幸

に
し
て
い
ま
だ
歴
史
学
者
た
ち
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
ロ
ー
マ
文
明
の
栄
光
が
つ
く
り
出
し
た
致
命
的
な

一
法
律
」
な
る
表
現
は
、
古
代
物
理
学
者
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
「
真
空
に
対
す
る
大
自
然
の
恐
怖
」
に
通
じ
て
い
る
。

「
致
命
的
な
法
律
」
と
致
命
的
で
な
い
法
律
と
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
何
も
意
味
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
純
粋
に
言
葉
だ
け
の
説
明
で
あ
る
。 

 

自
治
市
の
問
題
の
管
理
が
そ
れ
だ
け
で
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
メ
ン
バ
ー
を
「
形
成
」
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
商

業
が
そ
れ
だ
け
で
彼
ら
を
「
富
裕
に
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
何
に
も
ま
し
て
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
淘
汰
の

手
段
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
よ
り
よ
き
も
の
を
選
択
し
、
よ
り
不
適
切
な
も
の
を
排
除
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
、
よ
り
よ
い

．
．
．
．
と
か
よ
り
不
適
切

．
．
．
．
．
と
か
と
い
っ
た
用
語
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
こ
う
し

た
人
々
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
職
務
に
関
係
し
て
い
る
。 

  

元
老
院
議
官
（patres

）
た
ち
は
こ
の
新
し
い
階
級
の
エ
リ
ー
ト
に
依
拠
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
う
し

た
現
象
は
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
旧
特
権
階
級
の
残
り
の
部
分
も
同
様
の
手
段
に
よ
っ
て
味
方
を
獲

得
し
よ
う
と
試
み
る
。 

 

監
察
官
で
あ
っ
た
ア
ピ
ウ
ス
（A

ppius

）
は
諸
族
の
中
に
新
し
い
階
級
の
男
た
ち
の
名
前
を
記
載
し
（
１
）

、

か
く
し
て
、
権
力
に
つ
い
て
以
来
「

プ
チ
・
エ
・
ア
ン
ブ
ル

下
層
細
民
」
の
こ
と
は
あ
ま
り
気
に
か
け
て
い
な
か
っ
た
平
民
貴
族

の
憤
慨
を
呼
び
起
し
た
。
「
疑
い
も
な
く
時
代
の

も
著
名
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
（
ニ
ー
ブ
ー
ル
、III, 

p.277.

）
」C

n.Flavius

が
新
し
い
エ
リ
ー
ト
に
属
し
て
い
る
。 

 

（
１
） Tite-Leve

は IX, 46. 

で
、
監
察
官
ア
ピ
ウ
ス
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
（
以
下
、
ラ
テ
ン

語
４
行
）。 

  

ア
ピ
ウ
ス
の
改
革
は
部
分
的
に
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
。シ

ト
ワ
イ
ア
ン

市
民

の
投
票
の
意
義
を
減
じ
さ
せ
る
変
化
で
あ

っ
た
、
新
市
民
の
登
録
様
式
の
変
更
が
起
っ
た
の
は
ほ
ん
の
僅
か
後
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
動
き
が
再
開

し
、
も
は
や
停
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

（
１
）C

ic., Pro Q
. Rosc. Com

oe., XIV, 42

■
ラ
テ
ン
語
二
行 
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こ
れ
は
さ
ら
に
言
え
ば
、
し
ば
し
ば
社
会
進
出
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
一
般
的
事
実
で
あ
る
。
「
王
政
が

終
っ
た
後
の
ギ
リ
シ
ア
の

初
の
時
期
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
共
和
政
は
戦
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
（
１
）

。
」
さ
ら
に
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
封
建
貴
族
は
戦
士
の
エ
リ
ー
ト
に
権
力
を
集
中
し
て
い

る
。 

 

貴
族
政
の
復
興
者
で
あ
っ
た
ス
ル
ラ
は
そ
の
勝
利
を
新
し
い
人
々
に
負
う
て
い
た
。
ノ
ラ
で
、
二
人
の

執
政
官
が
や
っ
て
来
て
、
彼
か
ら
軍
隊
を
取
り
上
げ
ア
ジ
ア
で
の
戦
争
の
た
め
そ
れ
を
マ
リ
ウ
ス
に
与
え

た
と
き
、
一
人
の
執
政
官
補
佐
を
除
い
て
将
校
た
ち
は
彼
ス
ル
ラ
を
見
捨
て
た
の
で
あ
る
が
、
兵
士
た
ち

は
依
然
と
し
て
彼
に
忠
誠
を
誓
い
、
そ
し
て
、
彼
が
ロ
ー
マ
に
入
り
そ
の
意
思
を
強
制
し
た
の
は
、
彼
ら

の
指
導
者
と
し
て
で
あ
っ
た
。
長
い
間
軍
隊
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
エ
リ
ー
ト
と
同
じ
く
、

下
層
階
級
か
ら
湧
き
出
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
諸
制
度
の
廃
墟
の
中
で
唯
一

生
き
残
っ
て
い
た
軍
事
力
が
―
と
デ
ュ
ル
イ
は
帝
国
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
言
っ
て
い
る
（
１
）

―
全
て
を
支
配

す
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
こ
れ
に
は
驚
か
な
か
っ
た
。
幾
世
紀
も
の
あ

い
だ
、
軍
隊
は
ロ
ー
マ
人
の
兵
士
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
遠
い
昔
の
記
憶
は
完
全
に
は
消
え
去
っ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
構
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
帝
国
全
体
を
防
衛
し
て
い
た
軍
隊
は
、
帝
国
を
代

表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
た
唯
一
の
団
体
で
あ
っ
た
。
サ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
（Saint Jérôm

e

）

は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
司
祭
に
よ
る
司
教
の
選
挙
と
兵
士
に
よ
る
皇
帝
の
選

挙
と
を
比
較
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」 

  

し
か
し
こ
の
エ
リ
ー
ト
と
並
ん
で
、
市
民
軍

ミ

リ

ス

出
身
の
も
う
一
つ
別
の
エ
リ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

選
挙
権
を
有
し
な
い(sine suffragio)

市
民
、socii

は
全
て
軍
務
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
か
く
し
て
淘

汰
は
す
ぐ
さ
ま
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
人
に
及
び
そ
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
（praefecti sociorum

）
は
正
当
に

ロ
ー
マ

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

市
民

と
な
っ
た
。
軍
務
が
市
民
の
一
時
的
な

オ
キ
ュ
パ
シ
オ
ン

仕
事

で
は
な
く

メ
テ
ィ
エ

職
業
と
な
っ
た
と
き
淘
汰
は
い

っ
そ
う
強
烈
な
も
の
と
な
っ
た
（
１
）

。
こ
れ
は
マ
リ
ウ
ス
と
と
も
に
始
ま
る
。
彼
は
「
民
間
徴
用
人
ま
で
含

め
て
財
産
条
件
を
も
は
や
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た

初
の
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
市
民
の
う
ち
の

貧
の

志
願
兵
に
対
し
て
さ
え
、
彼
が
良
き
兵
士
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
し
さ
え
す
れ
ば
、
軍
隊
の
地
位
を
開

放
し
た
（
２
）

。
」
マ
リ
ウ
ス
、
ス
ル
ラ
、
シ
ー
ザ
ー
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
政
治
的
原
理

を
体
現
し
て
い
た
が
、
根
本
に
お
い
て
は
彼
ら
は
等
し
く
軍
事
的
淘
汰
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
新
し
い

エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
騎
兵
隊
員
と
同
盟
し
つ
つ
帝
国
の
基
礎
を
築
き
、
幾
世
紀
か
に
わ
た
っ
て
そ
れ
を
維

持
す
る
こ
と
に
な
る
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。 

（
１
）A

ristote, Polit., IV, 10, 10. 

（
１
）H

ist. des rom
., V

I, p.361-362. 

（
１
）A

rrius M
enander, D

ig. XLIX, 16, 4, §  4, §  10 
■
ラ
テ
ン
語
３
行 

（
２
） 

モ
ム
ゼ
ン
（M

om
m

sen

）H
ist. rom

., V, p.120. plus loin, p.167.

「
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
マ
リ
ウ
ス
は

軍
事
的
に
は
兵
籍
登
録
を
国
内
に
ま
で
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
救
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
幾
世
紀
も

の
後
、
外
国
人
の
兵
籍
登
録
に
よ
っ
てStilicon

とA
rbogaste

が
更
に
い
く
ば
く
か
の
間
国
家
の
存
続
を
延
長
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
」 
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ロ
ー
マ
帝
国
の
終
り
の
頃
に
は
そ
れ
ま
で
人
々
が
教
会
と
い
う
作
品
の
中
に
見
て
い
た
も
の
と
は
多
く

の
点
で
異
な
る
選
別
手
段
が
現
れ
た
。
教
会
は
中
世
に
お
い
て
は
、
教
養
あ
り
か
つ
知
的
な
人
間
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
を
引
き
寄
せ
て
い
た
（
１
）

。
こ
の
時
代
に
は
聖
職
世
界
に
お
け
る
位
階
お
よ
び
軍
隊
に
お
け
る

階
級
以
外
に
は
人
間
を
選
別
す
る
手
段
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
少
し
後
に
な
っ
て
、
第
三
の

選
別
様
式
の
お
か
げ
で
自
由
都
市
コ
ミ
ュ
ヌ
が
誕
生
す
る
。
す
な
わ
ち
商
業
と
工
業
で
あ
り
、
先
の
二
つ

の
占
め
て
い
た
位
置
を
ほ
と
ん
ど
奪
っ
た
の
は
こ
の
新
し
い
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。 

 

こ
の
社
会
は
そ
の
致
命
的
に
重
大
な
部
分
に
お
い
て
病
に
冒
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
死
す
べ
き
体
で
あ

っ
た
。
蛮
族
の
侵
入
が
そ
れ
を
救
っ
た
。
蛮
族
が
外
部
か
ら
あ
る
種
の
エ
リ
ー
ト
を
運
び
込
ん
だ
か
ら
ば

か
り
で
な
く
、
と
り
わ
け
、
エ
リ
ー
ト
の
周
流
を
妨
げ
て
い
た
柵
を
破
壊
し
た
か
ら
で
あ
る
。
繁
栄
す
る

イ
タ
リ
ア
共
和
国
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
職
人
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
外
部
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
で
は
な

い
。
彼
ら
は
土
着
の
種
族
出
身
で
あ
り
、
彼
ら
の
上
昇
を
妨
げ
た
の
は
帝
国
後
期
の
政
体
の
み
で
あ
っ
た

ろ
う
。
中
世
の
無
政
府
状
態

．
．
．
．
．
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
彼
ら
の
上
昇
を
可
能
に
す
る
。
エ
リ
ー
ト
の
周
流
が
再

開
し
、
そ
れ
と
と
も
に
繁
栄
が
戻
っ
て
来
る
。 

 

紀
元
四
〇
〇
年
皇
帝
オ
ノ
リ
ウ
ス
は
コ
レ
ギ
ウ
ム
（
同
じ
地
位
、
職
能
の
者
の
団
体
、
含
）
の
会
員
を

探
す
こ
と
を
命
じ
、
彼
ら
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
例
外
な
く
そ
の
職
業
に
連
れ
戻
す
よ
う
に
命
じ
た
（
１
）

。

紀
元
四
五
八
年
に
は
皇
帝
■
マ
ジ
ョ
リ
エ
ン
（M

ajorien

）
■
は
新
た
に
同
様
の
措
置
を
規
定
し
、
「
生
ま

れ
た
と
き
の
身
分
を
望
ま
な
い
（
２
）

」
全
て
の
人
々
を
元
の
身
分
に
戻
す
こ
と
を
欲
し
た
。
「
血
筋
に
お
け
る

絆
は
―
と
Ｈ
・
ワ
ロ
ン
（W

allon

）
は
言
う
（
３
）

―
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
崩
壊
状
態
に
あ
っ
て
は
、
国
家
を
維

持
す
る
上
で
、
十
分
に
強
力
か
つ
一
般
的
と
見
え
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
出
生
の
運
命
性
、
こ
れ
は
帝

国
の
至
高
の
法
で
あ
る
…
ロ
ー
マ
は
ギ
リ
シ
ア
の
文
明
を
通
過
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
の
世
襲
的
階
級
制
度
に

至
っ
た
。
」
国
家
社
会
主
義
の
浪
費
（
４
）

は
、
富
を
破
壊
し
、
世
襲
的
階
級
制
度
は
人
々
を
動
け
な
く
し
、
そ

れ
ゆ
え
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
上
昇
し
て
、
絶
対
的
に
頽
廃
し
て
い
た
支
配

的
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を
奪
取
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
「
中
間
階
級
と
上
流
階
級
を
更
新
し
維
持
す

る
上
昇
運
動
は
―
と
ヴ
ァ
ル
ツ
ィ
ン
グ
（
５
）

（W
altzing

）
は
言
う
―
停
止
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
」 

 

後
期
帝
国
は
各
人
物
を
そ
の
職
業
に
縛
り
つ
け
る
措
置
に
よ
っ
て
エ
リ
ー
ト
の
周
流
を
大
部
分
停
止
さ

せ
た
。
農
民
は
も
は
や
自
ら
の
土
地
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
職
人
は
自
ら
の
同
業
者
団
体

を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
参
事
会
議
員
は
ク
リ
ア
（
ロ
ー
マ
人
民
行
政
区
）
を
捨
て
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
。 

 

■
ク
ラ
デ
ィ
ウ
ス
（? C

laude

）
■
は
ロ
ー
マ
人
行
政
区
ク
リ
ア
会
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
エ
リ
ー

ト
の
選
抜
を
ガ
リ
ア
に
ま
で
拡
大
し
、
ロ
ー
マ
皇
帝
■
ヴ
ェ
ス
パ
ジ
ャ
ン
（Vespasien

）
■
は
そ
れ
を
他

の
属
州
に
ま
で
拡
大
し
た
。
イ
ス
パ
ニ
ア
は
ロ
ー
マ
に
皇
帝
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
（Trajan

）
を
提
供
し
た
。
次

に
は
蛮
人
自
身
が
緋
色
の
衣
服
を
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

（
５
） Etude hist. sur les corpor. prot. chez les Rom

ains, II, p.263.  

（
４
） 

第
三
章
を
見
よ
。 

（
３
） H

ist.de l’esclav., III, p.220. 

（
２
） N

ov. M
ajor., XII, § 7. 

（
１
） Cod. Theod., XII, 19, 1 
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（
１
） 

今
日
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
知
識
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
は
、
彼
ら
が
中
世
に
お
い
て
教
会
に
い
た
人
々
の
属

性
を
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
中
世
に
お
い
て
教
会
に
い
た
人
々
は
、

そ
の
各
々
を
国
民
の
残
り
の
部
分
と
の
対
比
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
現
代
に
お
け
る
「
知
識
人
」
よ
り
も
優
越
的

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

  

キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
内
部
で
行
わ
れ
た
選
別
は
大
部
分
の
歴
史
家
の
目
を
免
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
三
世
紀
以
降
、
共
同
体
の
長
す
な
わ
ち
永
世
終
身
の
高
位
者
と
な
っ
た
古
代
ロ
ー
マ
人
及
び
監
督
者
た

ち
は
彼
ら
の
間
で
真
正
の
同
業
者
集
団

コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン

、
す
な
わ
ち
大
衆
つ
ま
り
俗
人
か
ら
区
別
さ
れ
隔
絶
さ
れ
た
聖
職

者
集
団
を
形
成
し
た
。
…
司
祭
と
司
教
は
俗
人
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
彼
ら
は
宗
教
界
の
指
導
的

コ
ー
ル

集
団
で

あ
り
、
政
府
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
政
府
は
宗
教
界
そ
の
も
の
を
源
泉
と
し
て
発
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
如
何
な
る
源
泉
も
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
（
１
）

。
」
他
方
選
挙
は
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
原
理
か
ら
着

想
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
選
挙
は
し
ば
し
ば
世
俗
の
エ
リ
ー
ト
を
選
出
し
た
。 

 

（
１
） Fustel de C

oulanges, L’invasion germ
anique, p.67. 

 

「
特
に
五
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
の
時
代
の
聖
職
世
界
に
お
け
る
位
階
は
す
べ
て
の
人
間
に
開
か
れ
て

い
た
。
教
会
は
低
い
地
位
か
ら
も
高
い
地
位
か
ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
地
位
か
ら
人
を
補
充
し
、
そ
し
て
低
い

地
位
か
ら
の
補
充
の
方
が
多
く
さ
え
あ
っ
た
（
１
）

。
教
会
に
関
す
る
限
り
す
べ
て
は
特
権
制
度
の
も
と
に
置

か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
保
持
し
て
い
た
の
は
た
だ
平
等
と
競
争
の
原
理
の
み
で
あ
っ
た
（
２
）

。
教
会
は
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
、
正
当
に
認
め
ら
れ
た
優
位
性
を
権
力
の
所
有
の
方
向
へ
と
引
き
寄
せ
た
（
３
）

。
」 

 

（
１
） 

新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
出
現
す
る
の
は
下
層
階
級
か
ら
で
あ
る
。 

（
２
） 

競
争
は
効
果
的
な
選
別
の
た
め
の
、
知
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。 

（
３
） G

uizot, H
ist. de la civil. en Europe, p.139-140. 

著
者
ギ
ゾ
ー
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
一
般
化
し
さ
え
す

れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
の
理
論
に
到
達
し
た
で
あ
ろ
う
。 

  

こ
れ
と
同
様
な
場
合
に
つ
い
て
真
理
の
発
見
を
妨
げ
る
も
の
は
、
事
実
間
に
存
在
す
る
諸
関
係
を
専
ら
探
求
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
道
徳
的
な
い
し
は
実
践
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
ギ
ゾ
ー
は
教
会

が
持
ち
う
る
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
主
と
し
て
考
え
、
こ
う
し
た
考
察
が
現
代
に
お
い
て
ど
う
役
立
つ
か
に
つ
い
て

考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
支
配
さ
れ
て
、
事
実
間
の
純
粋
に
客
観
的
な
関
係
は
彼
の
場
合
忘
れ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
植
物
を
良
い
．
．
草
と
悪
い
．
．
草
に
分
け
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
の
植
物
学
的
分
類
を
気
に
か
け
な
い
農
耕
者
で

あ
る
。 

  

教
会
の
統
治
は
ま
す
ま
す
貴
族
政
治
的
に
な
り
、
次
い
で

モ
ナ
ル
ヒ
ー

君
主
政
治
に
傾
き
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
教
会
司

教
の
至
上
権
が
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
教
会
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
け
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
出

現
を
停
止
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
彼
ら
の
要
求
を
宗
教
的
形
態
で
も
っ
て
覆

っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
当
時
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
社
会
的
論
争
が
表
現
さ
れ
る
言
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
時
に
は
旧
エ
リ
ー
ト
か
ら
完
全
に
分
離
し
、
そ
の
場
合
に
は
教
会
分
離
あ
る
い
は
異

端
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
時
に
は
旧
エ
リ
ー
ト
が
新
し
い
エ
リ
ー
ト
を
吸
収
し
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
ら

の
権
力
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
利
用
す
る
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。
か
く
し
て
十
一
世
紀
頃
に
は
カ
タ
リ

．
．
．
派

が
生
ま
れ
、
闘
争
は
十
三
世
紀
に
お
け
る
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ア
派
に
対
す
る
十
字
軍
に
到
達
す
る
。
他
方
ロ
ー

マ
は
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
ン
チ
エ
ス
コ
の
改
革
運
動
の
方
向
を
首
尾
良
く
そ
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
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こ
う
し
た
事
態
は
内
容
と
形
式
と
を
分
離
し
な
け
れ
ば
全
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
内
容
と
は

エ
リ
ー
ト
の
周
流
運
動
の
こ
と
で
あ
り
、
形
式
と
は
そ
の
運
動
が
生
じ
る
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
形
式

の
こ
と
で
あ
る
。
形
式
と
は
、
中
国
に
お
い
て
は
文
人
た
ち
の
あ
い
だ
の
論
争
で
あ
っ
た
り
、
古
く
は
ロ

ー
マ
に
お
け
る
政
治
的
闘
争
で
あ
っ
た
り
、
中
世
に
お
い
て
は
宗
教
論
争
で
あ
っ
た
り
、
現
代
に
お
い
て

は
社
会
的
闘
争
で
あ
っ
た
り
す
る
。
中
世
に
生
き
て
い
た
不
満
分
子
は
そ
の
改
革
へ
の
欲
求
を
宗
教
的
考

察
に
よ
っ
て
表
現
し
、
そ
の
論
拠
を
福
音
か
ら
汲
み
出
し
た
。
も
し
彼
ら
が
今
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る

な
ら
ば
同
じ
欲
求
を
社
会
主
義
理
論
に
よ
っ
て
表
現
し
、
そ
の
根
拠
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
汲
み
出
す
で
あ
ろ

う
（
１
）

。 

 

中
世
と
い
う
時
代
は
と
て
つ
も
な
く
面
白
い
実
験
を
試
み
た
時
代
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
が
一
定

の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
行
使
さ
れ
る
組
織
、
と
い
う
実
験
で
あ
る
。
も
し
こ
の
試
み
が
成

功
し
て
い
た
な
ら
ば
、
も
し
教
皇
た
ち
が
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
の
意
図
を
実
現
し
え

て
い
た
な
ら
ば
、
支
配
的
エ
リ
ー
ト
の
宗
教
的
性
格
は
徐
々
に
消
え
去
り
、
文
学
的
、
学
問
的
性
格
が
優

勢
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
現
在
の
中
国
に
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
似

る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
進
化
が
こ
の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
ら
な
か
っ
た
の
は
、
一
方
で
は
―
こ
れ
が

重
要
の
事
実
な
の
で
あ
る
が
（
１
）

―
軍
事
エ
リ
ー
ト
が
自
己
の
持
ち
分
を
取
ら
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
は
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は
知
的
エ
リ
ー
ト
の
構
成
員
た
ち
が
互
い
の
心
を
結
ば
れ
た
状
態
に
は

と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
を
知
的
エ
リ
ー
ト
か
ら
分
離
さ
せ
る
動
き
が
生
じ

た
。
後
者
は
新
た
な
出
口
を
法
律
の
研
究
、
学
問
の
研
究
、
そ
し
て
主
と
し
て
経
済
的
職
業
の
う
ち
に
見

出
し
た
。
あ
る
瞬
間
は
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
と
知
的
エ
リ
ー
ト
と
が
完
全
に
一
体
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の

う
ち
あ
る
日
彼
ら
は
ラ
イ
バ
ル
に
な
り
敵
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日
か
ら
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
の
凋
落
が

始
ま
っ
た
。
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
は
衰
弱
し
た
後
、
そ
の
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
つ
ま
り
軍
事
エ
リ
ー
ト
と
和

解
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
軍
事
エ
リ
ー
ト
へ
の
完
全
な
従
属
状
態
に
陥
っ
た
。 

新
し
い
エ
リ
ー
ト
を
吸
収
し
た
。
ロ
ー
マ
は
ま
だparcere subjectis et debellare superbos 

の
原
則

を
働
か
せ
る
だ
け
の
能
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
十
分
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

Ｊ
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
（J. Janssen

）
は
そ
の
著
書
『
ド
イ
ツ
と
改
革
』（L’Allem

agne et la réform
e

）
の
第
五

巻
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
ラ
・
ユ
ギ
ュ
エ
リ
ー
（La H

uguerye

）
の
次
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
「
宗
教
は
当
今

で
は
も
は
や
問
題
の
仮
面
と
し
て
し
か
意
味
を
も
た
な
い
。
」 

  

ギ
ゾ
ー
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
文
明
の
歴
史
』（H

ist. de la civil. en Europe

）
一
七
一
頁
に
次
の
よ

う
に
言
う
。
「
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
歴
史
を
ざ
っ
と
見
て
み
よ
。
人
間
精
神
を
支
配
し
指
導
す
る
の

は
神
学
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
、
精
神
の
表
現
が
神
学
的
形
式
を
ま
と
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
す
べ
て

の
見
解
が
神
学
の
刻
印
を
帯
び
て
い
た
。
哲
学
的
、
政
治
的
、
歴
史
的
諸
問
題
が
常
に
神
学
的
観
点
か
ら
考
察
さ

れ
た
。
」
性
愛
の
問
題
さ
え
何
ら
か
神
学
的
な
形
式
を
帯
び
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
見
事
な
風
刺
は
ボ
ッ
カ

 

（
１
） 

法
律
家
、
医
者
、
錬
金
術
師
、
そ
し
て
も
っ
と
後
に
な
る
と

リ
テ
ラ
ト
ゥ
ー
ル

人
文
主
義
者
た
ち
は
、
教
会
に
対
し
て
王
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
た
。 

  

ロ
ー
マ
教
会
の
支
配
を
免
れ
う
る
た
め
に
は
、
分
裂
状
態
に
あ
り
ロ
ー
マ
に
対
し
て
全
て
が
忠
実
な
ま
ま
に
は
と

ど
ま
り
え
な
く
な
っ
て
い
た
軍
事
エ
リ
ー
ト
の
保
護
に
よ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
宗
教
改
革
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成
功

し
た
の
は
諸
王
の
剣
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
も
し
宗
教
改
革
に
こ
の
支
え
が
欠
け
て
い
た
な
ら
ば
、
宗
教
改
革
は
ア

ル
ビ
ジ
ョ
ア
の
異
端
の
結
末
と
同
じ
結
末
を
迎
え
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
■
注
が
必
要
） 
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す
で
に
ダ
ン
テ
の
時
代
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
旧
貴
族
は
衰
退
状
態
に
あ
り
、
新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
旧
貴

族
の
位
置
を
奪
っ
て
い
た
（
１
）

。
富
裕
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
封
建
貴
族
と
闘
争
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
間
も

な
く
新
し
い
層
が
自
ら
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
人
民
と
の
間
の

闘
争
が
起
き
る
（
２
）

。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
を
研
究
す
る
者
は
み
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
社
会
進
化

と
ロ
ー
マ
共
和
国
の
社
会
進
化
の
過
程
の
類
似
に
驚
く
。
類
似
は
二
次
的
な
事
柄
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

か
く
し
て
メ
デ
ィ
チ
家
大
公
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
衆
愚
政
治
に
終
止
符
を
打
つ
に
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（A

uguste

）
皇
帝
が
ロ
ー
マ
に
お
け
る
衆
愚
政
治
に
終
止
符
を
打
っ
た

の
と
同
じ
で
あ
る
（
３
）

。 

 

同
じ
よ
う
な
進
化
が
軍
事
社
会
に
つ
い
て
も
起
き
た
。
軍
事
社
会
は

後
に
は
宗
教
社
会
が
も
た
な
か

っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
自
ら
の
支
配
下
に
置
い
た
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
と
き
、
主
と
し
て
経
済
的
諸
力

の
影
響
の
下
に
そ
の
没
落
が
始
っ
た
。
こ
の
現
象
が

も
よ
く
観
察
さ
れ
た
の
は
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
で

あ
る
。
経
済
的
ル
ネ
サ
ン
ス
が
始
ま
る
の
は
こ
の
国
に
お
い
て
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

ガ
リ
ヤ
地
方
で
ま
だ
四
世
紀
に
は
宗
教
的
選
抜
と
並
ん
で
作
用
し
て
い
た
世
俗
的
選
抜
は
、
五
世
紀
頃

に
は
消
滅
し
た
。
「
学
校
に
通
っ
て
い
た
の
は
主
と
し
て
上
流
階
級
の
子
弟
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
階

級
は
…
全
き
退
廃
状
態
に
あ
っ
た
。
学
校
は
彼
ら
と
と
も
に
崩
壊
し
た
。
制
度
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
が
、

中
味
が
な
く
な
っ
た
。
魂
は
肉
体
を
去
っ
て
い
っ
た
。（
１
）

」 

 

し
か
し
人
々
を
行
動
に
駆
り
立
て
る
感
情
の
内
容
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
の
選

抜
は
社
会
的
諸
形
式
の
影
響
を
留
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
は
何
ら
絶

対
的
な
も
の
は
な
い
。
つ
ま
り
聖
人
の
う
ち
の
エ
リ
ー
ト
も
あ
り
う
る
し
、
山
賊
の
う
ち
の
エ
リ
ー
ト
も

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
カ
タ
リ
派
の
時
代
の

ク
レ
ル
ジ
ェ

聖
職
者
、
次
い
で
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
コ
の
時
代

の
ク
レ
ル
ジ
ェ

聖
職
者
（
■
注
）
は
腐
敗
堕
落
し
て
お
り
背
徳
的
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
選
抜
の
様
式
は
名
目
的
に
は

宗
教
的
道
徳
的
完
徳
を
維
持
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
は
カ
タ
リ
派
と
ア
ッ
シ
ジ
派
の
聖
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
コ

由
来
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
実
際
に
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
他
の
点
で
は
、
例
え
ば
経
済
的
及
び
社
会

的
進
歩
の
点
で
は
、

ク
レ
ル
ジ
ェ

聖
職
者
た
ち
の
方
が
、
全
く
堕
落
し
て
い
た
と
は
い
え
、
彼
ら
カ
タ
リ
派
や
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
会
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
た
。
も
っ
と
後
に
な
っ
て
十
六
世
紀
に
大
き
な
宗

教
的
変
動
が
生
じ
た
と
き
、
ロ
ー
マ
か
ら
分
離
し
た
国
々
に
お
け
る
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
自

体
に
お
け
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
出
現
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
輝
け
る
一
時
代
を
終
焉
さ
せ
、
多
分
数
世
紀
間
、

宗
教
的
寛
容
の
樹
立
を
遅
ら
せ
た
。 

（
１
） 

E
nfer.XV

I

： 
(73) La gente nuova e i subiti guadagni 

O
rgoglio e dism

isura han generata,  
Fiorenza, in te, si che tu gid ten piagni. 

（
１
） G

uizot, H
ist. de la civil. en France, I, p.118 

     

「
天
国
」
の
歌
第
一
六
で
は
彼
は
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
大
量
進
出
を
描
い
て
い
る
。 

チ
オ
に
見
ら
れ
、
そ
し
て
特
に
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ル
リ
のM

andragola

の
中
でFra Tim

oteo 

の
論
議
の
中
に
見
ら

れ
る
。
（
■
注
） 
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（
３
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
余
り
な
一
般
化
は
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
目
的
が
今
日
芽
生
え
始

（
２
） 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
多
数
存
在
す
る
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
す
べ
て
の
国
々
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
。

Ａ
・
ル
ュ
シ
ェ
ー
ル(A

. Luchaire)

『
フ
ラ
ン
ス
の
君
主
政
治
制
度
の
歴
史
』(H

ist. des inst. m
onarch. de la 

france, II, p.161.)

に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
自
由
都
市
を
つ
く
り
出
し
た
世
論
の
動
向
の
自
由

主
義
的
か
つ
民
主
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
、
あ
る
種
の
歴
史
家
た
ち
に
よ
る
誇
張
さ
れ
た
称
賛
に
与
し
な
い
よ
う

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
商
人
、
本
物
で
は
あ
る
が
領
地
の
小
さ
い
男
爵
た
ち
か
ら
な
る
こ
れ
ら
の
自
由
都
市

の
社
会
は
き
わ
め
て
早
く
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
所
で
、
世
襲
制
の
カ
ー
ス
ト
社
会
と
な
り
、
市
の
職
務

の
す
べ
て
を
独
占
し
、（
一
般
に
ギ
ル
ド
、
職
人
か
ら
な
る
）
下
層
住
民
を
虐
げ
、
彼
ら
に
全
て
の
税
金
を
課
し
、

十
四
世
紀
に
は
、
自
由
都
市
を
民
主
主
義
的
方
向
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
凶
暴
な
憎
悪
と
反
抗
を
誘
発
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
一
般
に
十
二
世
紀
の
独
立
自
由
都
市
は
す
で
に
狭
量
で
堅
苦
し
く
嫉
妬
深
い
貴
族
政
治
に
な
っ

て
お
り
、
領
主
に
対
し
て
自
由
を
要
求
す
る
点
で
も
、
民
衆
に
対
し
て
自
由
を
拒
否
す
る
点
で
も
同
じ
よ
う
に
敏

捷
で
あ
っ
た
。
」 

■
【
訳
な
し
】Ce que M

. Luchaire appelle <<la transform
ation dans le sense dém

ocratique>> est 
sim

plem
ent l’avènem

ent d’une nouvelle elite.

■ 

 

サ
ル
ヴ
ェ
ミ
ー
ニ
（Salvem

ini

）
氏
は
、M

agnati e popolani in Firenze, p.24 

で
別
の
例
を
引
い
て
い

る
。
ヴ
ィ
ラ
ー
ニ
（Villani

）
は
土
地
を
耕
す
羽
目
に
な
っ
た
貴
族
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
テ
ィ
ン
テ
ィ
ナ
ン

ノ
（Tintinanno

）
の
伯
爵
家
は
彼
ら
の
城
を
十
三
世
紀
の
終
わ
り
頃
サ
リ
ム
ベ
ー
ニ
（Salim

beni

）
に
売
っ

た
後
、
施
し
物
で
生
活
し
て
い
た
。 

サ
ル
ヴ
ェ
ミ
ー
ニ
氏
は
異
な
る
種
類
の
エ
リ
ー
ト
間
の
闘
争
に
つ
い
て
は
十
分
に
描
写
し
た
が
、
一
般
的
運
動

に
つ
い
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
の
著
書
か
ら
は
多
く
の
貴
重
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
の
自
由
都
市
は
経
済
的
自
由
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
繁
栄
を
こ
の
経

済
的
自
由
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
点
に
お
い
て
彼
は
完
全
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ニ
ス
や
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
よ
う
な

も
繁
栄
し
て
い
た
共
和
国
は
、
他
よ
り
も
本
物
の
通
貨
を
有
し
金
銭
貸
借
上
の
足
か
せ

が
少
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
の
商
業
が
き
わ
め
て
広
大
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
―
こ
れ
は
誰

も
否
定
で
き
な
い
―
が
、
商
業
を
妨
げ
る
た
め
の
効
果
的
な
禁
止
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証

明
し
て
い
る
。
外
国
貿
易
の
現
実
的

．
．
．
自
由
の
度
合
は
外
国
貿
易
の
発
展
の
う
ち
に
あ
る
。
保
護
主
義
的
あ
る
い
は

禁
止
的
制
度
の
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
外
国
貿
易
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
制
度
が
効
果
的
で
あ
る

の
は
こ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
度
合
い
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。 

似
た
よ
う
な
別
の
誤
謬
に
つ
い
て
は
第
十
五
章
を
見
ら
れ
た
い
。
こ
う
し
た
誤
謬
は
事
態
を
一
面
的
に
見
る
見

方
、
及
び
、
量
的
関
係
の
代
わ
り
に
質
的
関
係
を
代
置
す
る
こ
と
、
に
由
来
し
て
い
る
。
（
訳
注 : 

第
十
五
章
と

あ
る
が
、
第
十
四
章
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
） 

そ
し
て
旧
エ
リ
ー
ト
の
衰
退
に
つ
い
て
も
描
い
て
い
る
。 

続
け
て
彼
は
現
在
力
を
失
っ
て
い
る
か
つ
て
は
裕
福
で
強
力
で
あ
っ
た
家
族
を
挙
げ
て
い
る
。 

 (76) U
dir com

e le schiatte si disfanno 

 (61) Tal fatto e fiorentino, e cam
bia e m

erca, 

Poscia che le cittadi term
ine hanno. 

N
on ti parrà nuova cosa nè forte, 

Lá dove andava l’avolo alla cerca. 
C

he si sarebbe volto a Sim
ifonti, 
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歴
史
家
た
ち
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
事
件
を
彼
ら
の
情
熱
と
偏
見
を
通
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、

二
つ
の
競
争
す
る
エ
リ
ー
ト
群
の
間
の
単
な
る
闘
争
を
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
の
戦
い
と
し
て
我
々
に
描

い
て
見
せ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
我
々
は
な
お
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
方
面
か
ら
見
て
も

諸
事
実
は
我
々
を
こ
の
よ
う
な
観
察
に
つ
れ
戻
す
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
歴
史
家
は
次
の
よ
う
に
自
ら
信
じ
、

我
々
に
も
そ
れ
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
は
そ
の
権
力
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て

い
る
別
の
エ
リ
ー
ト
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
権
力
を
利
用
し
濫
用
す
る
た
め
に
、
権
力
を
奪
取
し
よ
う
と

し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
は
、
隣
人
へ
の
純
粋
な
愛
の
み
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
今
日
の
慣
用
語
法
を
用
い
れ

ば
、
「
名
も
な
く
貧
し
き
人
々
」
（des petits et des hum

bles

）
の
幸
福
の
み
を
願
っ
て
動
か
さ
れ
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
家
た
ち
は
敵
方
を
攻
撃
し
よ
う
と
願
う
と
き
だ
け
は
、
少
な
く
と

も
敵
に
つ
い
て
は
真
実
を
発
見
す
る
に
至
る
。
か
く
し
て
テ
ー
ヌ
（Taine

）
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
宣
言
の

意
図
を
見
破
り
、
彼
ら
が
隠
し
持
っ
て
い
た
貪
欲
な
利
害
を
我
々
の
前
に
示
し
た
。
同
じ
よ
う
に
ジ
ャ
ン
・

ジ
ャ
ン
セ
ン
（Jean Janssen

）
は
、
専
ら
土
地
を
め
ぐ
る
非
常
に
見
え
透
い
た
利
害
の
覆
い
に
す
ぎ
な

い
神
学
的
対
立
を
我
々
に
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
著
書
は
、
新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
権
力
に
到
達

し
た
と
き
、
前
日
ま
で
の
彼
ら
の
同
盟
者
、
「
名
も
な
く
貧
し
き
人
々
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
見
事
に

描
き
出
し
て
い
る
。
「
名
も
な
く
貧
し
き
人
々
」
は
た
だ
そ
の
く
び
き
を
変
え
た
だ
け
で
あ
る
（
１
）

。
さ
ら
に

同
じ
く
今
日
、
社
会
主
義
者
た
ち
は
十
八
世
紀
末
の
革
命
が
単
に
旧
エ
リ
ー
ト
の
代
わ
り
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
を
据
え
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
見
て
お
り
、
そ
し
て
彼
ら
は
新
し
い
主
人
た
ち
の
抑
圧
の
重

み
を
か
な
り
誇
張
し
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
彼
ら
は
新
し
い
政
治
エ
リ
ー
ト
な
ら
ば
、
今

日
ま
で
続
い
て
き
た
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
よ
り
も
自
ら
の
約
束
を
よ
り
よ
く
守
る
で
あ
ろ
う
と
誠
実
に
信

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
革
命
家
た
ち
は
相
次
い
で
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
過
去
の
革
命
は

終
的
に
人
民
を
欺
瞞
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
真
の
．
．
革
命
は
た
だ
彼
ら
が
念

頭
に
置
い
て
い
る
も
の
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
２
）

。
「
す
べ
て
の
歴
史
的
運
動
は
―
と
『
共
産

党
宣
言
』
は
一
八
四
八
年
に
言
う
―
今
日
ま
で
、
少
数
者
の
利
益
の
た
め
の
少
数
者
の
運
動
で
あ
っ
た
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
運
動
は
膨
大
な
多
数
者
の
利
益
の
た
め
の
彼
ら
の
自
発
的
な
運
動
で
あ
る
。」
不
幸
に
し

て
純
粋
の
幸
福
を
人
々
に
も
た
ら
す
は
ず
の
こ
の
真
の
．
．
革
命
な
る
も
の
は
人
を
失
望
さ
せ
る
蜃
気
楼
に
す

ぎ
ず
、
一
つ
の
現
実
と
化
し
た
こ
と
は
か
つ
て
な
い
。
そ
れ
は
千
年
王
国
（l’age d’or des m

illénaires

）

に
似
て
い
る
。
つ
ね
に
待
ち
望
ま
れ
な
が
ら
そ
れ
は
つ
ね
に
未
来
の
霧
の
中
に
消
え
去
り
、
忠
実
な
信
者

た
ち
が
そ
の
千
年
王
国
の
誓
い
を
守
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
瞬
間
に
も
つ
ね
に
彼
ら
の
手
か
ら
滑
り
落

ち
て
い
る
。 

（
１
） 

こ
の
著
者
は
仏
訳
版
Ⅱ
の
六
〇
八
頁
で
、
農
民
蜂
起
の
後
に
作
ら
れ
た
一
つ
の
歌
を
引
い
て
い
る
。 

   
こ
う
し
て
俺
た
ち
は
道
を
誤
っ
た
の
だ
。 

幸
福
に
な
り
、
尊
敬
さ
れ
る
！ 

こ
う
言
わ
れ
た
。 

百
の
至
福
を
与
え
る
と
約
束
さ
れ
た
。 

俺
た
ち
は
金
持
ち
に
な
っ
た
か
。 

持
っ
て
い
た
僅
か
な
も
の
も
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。 

め
て
い
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
な
衆
愚
政
治
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。 

お
お
神
よ
、
我
等
を
あ
わ
れ
み
た
ま
え
。 

お
前
た
ち
は
金
持
ち
に
な
る
、 
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今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
社
会
主
義
者
に
お
も
ね
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
社
会
主
義
者
の
勢

力
が
大
き
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
多
く
の
人
々
が
社
会
主
義
者
を
ほ
と
ん
ど
悪
人
ほ
ど
に
も
評
価

し
な
く
な
る
時
代
は
そ
れ
ほ
ど
先
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
ほ
ど
ま
ち
が
っ
た
も
の
は
な
い
。

社
会
主
義
者
が
現
在
ま
で
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
政
党
の
メ
ン
バ
ー
、
と
り
わ
け
他
の
市
民
か
ら
の
税
金
を
天

引
き
す
る
た
め
に
法
を
利
用
す
る
政
党
の
メ
ン
バ
ー
、
そ
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
主
義
」
と
呼
ん
で
よ

 

社
会
主
義
の
原
因
と
し
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
階
級
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
自
分

た
ち
の
同
胞
の
苦
し
み
に
対
し
て
同
情
し
、
そ
の
救
済
策
を
探
求
す
る
よ
う
に
人
々
を
駆
り
立
て
る
と
こ

ろ
の
感
情
、
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
感
情
は

も
尊
敬
す
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
さ

に
社
会
の
セ
メ
ン
ト
で
あ
る
。 

 

社
会
主
義
は
一
方
で
社
会
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
階
級
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
原
因
を
持
つ
と
同
時
に
、

他
方
で
階
級
に
よ
っ
て
異
な
る
原
因
を
も
有
す
る
。 

（
２
）
全
て
の
事
例
を
挙
げ
る
た
め
に
は
一
巻
の
書
物
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
比
較
的

近
の
も
の
を
次
に
挙
げ
る
。
Ｐ
・
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
（P. K

ropotkine

）『
パ
ン
の
奪
取
』（La conguête du pain, Paris, 1894

）
六
五
頁
。
「
も
し
も
、

や
が
て
来
る
革
命
が
社
会
革
命
に
ち
が
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
方
法
に

よ
っ
て
も
、
以
前
の
蜂
起
と
は
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
人
民
は
旧
体
制
を
打
破
す
る
た
め
に
戦
う
。
人
民
は
貴
重

な
血
を
流
す
。
次
い
で
彼
ら
は
ひ
と
ふ
ん
ば
り
し
た
後
、
物
陰
に
戻
る
。
多
少
と
も
誠
実
な
人
々
か
ら
な
る
政
府
が
樹

立
さ
れ
、
組
織
化
の
任
務
は
そ
の
政
府
が
担
う
こ
と
に
な
る
。
」 

  

ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
（D

e G
oncourt

）
『
総
裁
政
府
時
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
歴
史
』(H

ist. de la soc. franç. 
pendant la D

irectoire, p.394) 

（
訳
注 : 

総
裁
政
府
（
一
七
九
五
―
一
七
九
九
年
）
） 

「
デ
ュ
ム
リ
エ
の
予
言
『
新

し
い
貴
族
政
治
が
君
主
制
の
貴
族
政
治
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
』
が
、
予
言
者
の
考
え
た
と
こ
ろ
を
さ
え
越

え
て
、
冷
笑
的
運
命
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
…
允
許
（
訳
注 : 

国
王
が
臣
下
に
与
え
る
も
の
）
に
よ
る
一
代
限
り
の

小
弁
護
士
が
、
一
，
五
〇
〇
あ
る
い
は
一
，
八
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
を
溜
め
込
む
こ
と
、
四
人
の
子
持
ち
の
共
和
党
員
が

そ
の
娘
た
ち
の
結
婚
祝
い
に
八
〇
万
リ
ー
ブ
ル
を
投
じ
る
こ
と
、
総
裁
政
府
を
任
期
切
れ
に
な
っ
た
共
和
党
員
が
自
分

の
晩
餐
会
の
た
め
に
、
一
，
二
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の
磁
器
一
式
を
せ
し
め
る
こ
と
…
…
」
こ
う
し
た
情
に
も
ろ
い
人
道
主

．
．
．
．
．
．
．
．

義
者
．
．
た
ち
（sensibles hum

anitaires

）
は
人
生
を
楽
し
む
こ
と
に
巧
み
で
あ
っ
た
。 

Ph
・
ブ
オ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ
（Ph. B

uonarroti

）
は
『
バ
ブ
ー
フ
の
所
謂
平
等
の
た
め
の
陰
謀
』（Conspiration pour 

l’égalité dite de Baboeuf

）
四
八
頁
で
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
人
民
に
課
し
た
く
び
き
に
つ
い
て
強

く
嘆
い
て
い
る
。
「
革
命
政
府
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
た
ち
の
手
に
落
ち
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
そ
れ
は
公
衆
の
真
の
．
．
災
禍
と

な
っ
た
。
そ
れ
の
行
動
は
…
全
て
を
道
徳
的
に
頽
廃
さ
せ
た
。
そ
れ
は
奢
侈
を
復
活
さ
せ
、
柔
弱
な
風
俗
を
よ
み
返
ら

せ
、
極
悪
非
道
を
よ
み
返
ら
せ
た
。
そ
れ
は
公
的

ピ
ュ
ブ
ッ
ク

領
域
を
一
掃
し
た
。
…
支
配
的
党
派
の
当
時
に
お
け
る
努
力
の
方

向
は
不
平
等
の
維
持
と
貴
族
政
治
の
維
持
で
あ
っ
た
。
」
六
六
頁
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
ぶ
ど
う
月
一
三

日
の
戦
闘
の
後
、
平
等
へ
の
愛
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
た
人
々
は
、
こ
の
戦
闘
の
指
導
者
た
ち
に
対
し
て
、
彼
ら
が
な
し

え
た
人
民
の
権
利
を
樹
立
す
る
と
い
う
約
束
を
守
る
よ
う
に
と
強
く
迫
っ
た
。
こ
れ
は
無
駄
で
あ
っ
た
。
」 

も
し
ブ
オ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ
の
友
人
た
ち
が
権
力
に
到
達
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ブ
オ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ
が
支
配
者
た
ち
に
つ
い

て
言
う
こ
と
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ゲ
ー
ド
（Jules G

uesde

）
が
一
九
〇
〇
年
に
権
力
に
到
達
し
た
社
会
主
義
者
た
ち
に
つ

い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
を
、
別
の
人
々
が
ブ
ォ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ
の
友
人
た
ち
に
つ
い
て
言
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

お
そ
ら
く
、
今
日
準
備
さ
れ
て
い
る
社
会
革
命
の
後
に
も
ま
た
似
た
よ
う
な
歌
が
歌
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。 

今
こ
そ
俺
た
ち
は
貧
乏
だ
。 
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偏
見
の
な
い
観
察
者
な
ら
ば
、
た
と
え
社
会
主
義
が
直
接
に
着
想
し
た
方
策
に
よ
っ
て
良
い
結
果
を
も

た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
そ
れ
が
我
々
の
社
会
に
お
け
る
進

歩
の
本
質
的
な
一
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
理
論
が
固
有
に
持
ち
う
る
論
理
的
価
値
と
は
独
立

に
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
社

会
主
義
の
理
論
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
喚
起
す
る
感
情
が
有
用
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
社
会
主
義
的
宗
教
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
擁

護
す
る
た
め
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
力
を
付
与
す
る
の
に
貢
献
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

を
道
徳
的
に
向
上
さ
せ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
主
義
（la Trade-U

nionism
e

）

を
除
け
ば
、
こ
の
社
会
主
義
的
宗
教
は
旧
宗
教
の
ほ
か
に
は
重
大
な
競
争
者
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
。

そ
し
て
旧
宗
教
の
な
か
の
庶
民
階
級
に
好
意
的
な
情
熱
を
一
面
で
は
刺
激
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
は

 

こ
の
事
情
は
社
会
病
理
学
の
問
題
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
隣
人
に
対
す
る

も
熱
烈
な
愛
情
、
隣

人
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う

も
生
き
生
き
と
し
た
願
望
も
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
知
識
の
欠
如

を
補
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
識
の
欠
如
は
、
我
々
の
提
案
す
る
処
方
が
我
々
が
望
む
効
果
と
は
逆
の
効

果
を
も
た
な
い
か
ど
う
か
、
そ
し
て
我
々
が
闘
っ
て
い
る
病
気
を
結
局
の
と
こ
ろ
悪
化
さ
せ
な
い
か
ど
う

か
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
情
熱
に
押
し
流
さ
れ
て
い
る
人
々

が
こ
の
よ
う
な
理
性
の
言
語
に
耐
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
嫌
々
な
が
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

人
々
は
と
も
か
く
も
「
何
か
を
す
る
」
こ
と
を
欲
し
、
情
熱
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
屈
し
な
い
慎
重
な
人
々

に
対
し
て
全
く
の
善
意
誠
実
か
ら
憤
慨
す
る
。 

 

不
幸
に
し
て
こ
の
思
い
や
り
の
感
情
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
き
わ
め
て
見
識
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
感
情
を
経
験
す
る
人
々
は
し
ば
し
ば
、
民
間
療
法
を
勧
め
よ
う
と
し
て
病
人
の
ま
わ
り
に
群
ら
が
っ

て
い
る
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
に
似
て
い
る
。
病
人
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
彼
女
た
ち
の
願
い
に
は
疑
わ
し
い

も
の
は
な
い
が
、
た
だ
彼
女
た
ち
の
治
療
法
の
効
果
は
疑
わ
し
い
。
彼
女
た
ち
が
病
人
の
た
め
に
感
じ
る

こ
と
の
で
き
る

も
献
身
的
な
愛
情
も
彼
女
た
ち
に
欠
け
て
い
る
医
学
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
彼
女
ら
と
同
じ
よ
う
な
精
神
状
態
に
あ
る
人
物
た
ち
を
彼
女
ら
が
相
手
に
す
る
場
合
に
は
、

後
に
は
ほ
と
ん
ど
偶
然
的
に
一
つ
の
治
療
法
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
「
何
か

を
す
る
」
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
病
気
が
悪
化
し
な
け
れ
ば
病
人
は
助
か
る
チ
ャ
ン

ス
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

人
々
が
自
ら
の
同
胞
に
対
し
て
感
ず
る
思
い
や
り
の
感
情
、
そ
れ
な
く
し
て
は
多
分
社
会
が
存
在
し
え

な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
感
情
は
、
階
級
闘
争
の
原
理
と
な
ん
ら
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
自
分
自

身
の
権
利
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
断
固
と
し
た
防
衛
そ
の
も
の
も
隣
人
の
権
利
の
尊
重
と
完
全
に
調
和
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
各
階
級
は
も
し
弾
圧
さ
れ
る
の
を
避
け
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
自
ら
の
利
益
を

擁
護
す
る
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
他
の
階
級
を
弾
圧
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
全
く
な
い
。
逆
に
経
験
は
、
自
ら
の
利
益
を
擁
護
す
る
た

め
の

良
の
手
段
の
一
つ
は
ま
さ
に
、
正
義
、
衝
平
、
そ
し
て
思
い
や
り
を
も
っ
て
他
者
の
利
益
を
考
慮

に
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。 

い
政
党
の
メ
ン
バ
ー
に
比
し
て
、
道
徳
的
に
劣
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
も
し

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
た
ち
が
社
会
主
義
者
と
同
じ
よ
う
に
自
分
た
ち
の
階
級
の
た
め
に
自
己
犠
牲
の
精
神
に

よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
社
会
主
義
は
今
日
そ
れ
が
脅
威
と
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
脅
威

的
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
そ
の
地
位
に
お
け
る
ふ
さ
わ
し
さ
は
ま

さ
に
、
そ
の
支
持
者
た
ち
が
示
す
道
徳
的
資
質
、
そ
の
支
持
者
た
ち
を
し
て
、
多
数
の
迫
害
と
い
う
厳
し

い
試
練
を
乗
り
切
っ
て
、
勝
利
せ
し
め
る
道
徳
的
資
質
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。 
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幸
福
な
状
態
に
あ
る
人
々
は
彼
ら
の
同
胞
も
ま
た
同
じ
く
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
慈
愛
心
（bienveillance

）
は
家
畜
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
も
は
や
尊
敬
す
べ
き
も

の
も
有
益
な
も
の
も
な
い
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
と
同
様
、
有
害
な
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
過
剰
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
親
が
そ
の
子
供
た
ち
を
愛
す
る
の
は
良
い
こ
と
で
あ
る
が
、
甘
や
か
す
の
は
よ
く

な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
慈
愛
の
感
情
は
し
ば
し
ば
感
傷
的
な
夢
想
へ
と
退
化
し
、
そ
こ
か
ら
、
地

上
に
幸
福
を
行
き
わ
た
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
の
手
段
は
一
般
に
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
、
人
々
が
避
け
た
い
と
欲
す

る
悪
と
同
じ
時
点
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
し
て
「
し
か
る
後
に
、
し
た
が
っ
て
し
か
る
が
故
に
（post 

hoc, propter hoc

）」
の
論
理
に
よ
っ
て
悪
の
原
因
と
判
断
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
制
度
の
廃
止
を
宣
言
す
る

こ
と
に
あ
る
。
人
間
は
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
は
不
幸
で
あ
る
。
自
然
状
態
に
戻
ろ
う
。
人
間
は
幸
福
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
守
銭
奴
は

き
ん金

を
欲
す
る
。
金
を
な
き
も
の
に
し
よ
う
。
我
々
は
守
銭
奴
を
な
く
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
結
婚
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
制
度
と
同
じ
く
悪
を
含
ん
で
い
る
。「
自
由
恋

 

こ
う
し
た
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
主
義
的
感
情
は
主
要
に
は
二
つ
の
大
き
な
流
れ
の
如
き
も
の
を
形

成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
社
会
の
下
層
か
ら
流
れ
出
る
。
そ
の
源
泉
は
こ
の
層
の
人
々

が
耐
え
て
い
る
苦
し
み
お
よ
び
、
上
流
の
人
々
が
享
受
し
て
い
る
財
を
奪
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を

終
ら
せ
た
い
と
感
じ
る
願
望
、
あ
る
い
は
全
く
単
純
に
他
者
の
財
へ
の
渇
望
に
あ
る
。
か
つ
て
は
、
下
層

階
級
が
上
流
階
級
を
羨
ん
だ
の
は
単
に
そ
の
経
済
的
富
ば
か
り
で
は
な
く
女
性
も
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
。

財
の
共
有
は
ほ
と
ん
ど
常
に
そ
の
補
足
と
し
て
女
性
の
共
有
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
今
日
の
と
こ
ろ
、
人

民
の
要
求
の
こ
の
第
二
の
部
分
は
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。
こ
の
現
象
の
原
因
を
発
見
す
る

た
め
に
は
あ
る
奇
妙
な
研
究
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
方
の
流
れ
は
上
流
階
級
か
ら

出
て
来
て
い
る
。
そ
の
源
泉
は
多
数
で
あ
る
。
す
べ
て
の
社
会
階
級
の
う
ち
に
存
在
す
る
社
交
性
の
本
能

は
結
果
と
し
て
、
同
胞
に
対
す
る
思
い
や
り
（bienveillance

）
の
感
情
を
大
部
分
の
人
々
の
う
ち
に
生

み
出
す
。
こ
の
感
情
は
、
い
ま
見
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
体
系
に
と
っ
て
一
般
に
有
利
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
感
情
は
と
り
わ
け
上
流
階
級
に
お
い
て
は
、
下
層
階
級
の
場
合
に
そ
れ
が
取
る
形
と
は
異
な

る
形
を
取
る
。
そ
し
て
こ
の
違
い
は
上
流
階
級
の
衰
退
が
進
む
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
。 

 

社
会
階
級
が
異
な
る
に
つ
れ
て
異
な
る
別
の
諸
原
因
も
社
会
主
義
の
発
展
に
味
方
し
て
い
る
。
し
ば
し

ば
社
会
主
義
的
信
念
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
高
貴
な
感
情
を
吟
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
、
そ
の
中

の
金キ

ン

が
あ
ら
ゆ
る
ま
じ
り
気
か
ら
免
れ
て
純
粋
で
あ
る
こ
と
、
社
会
主
義
が
真
に
稀
な
例
外
と
し
て
、
我
々

の
情
熱
や
利
害
が
我
々
の
信
念
に
多
少
と
も
及
ぼ
す
影
響
を
免
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
点
を
保
証
す

る
気
に
は
全
く
な
れ
な
か
っ
た
。 

現
在
大
工
業
の
労
働
者
の
環
境
に

も
適
合
的
な
宗
教
形
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
工
業
が
成
立

し
た
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
社
会
主
義
的
宗
教
が
現
わ
れ
、
工
業
の
発
展
に
比
例
し
て
支
持
者
を
増
や
し

て
い
る
。
社
会
主
義
は
下
層
階
級
の
な
か
か
ら
現
れ
る
エ
リ
ー
ト
の
組
織
化
を
容
易
に
し
、
今
日
に
お
い

て
下
層
階
級
の

エ
デ
ュ
カ
シ
オ
ン

教
育

の
た
め
の

良
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

我
々
が
今
述
べ
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
に

エ
デ
ュ
カ
シ
オ
ン

教
育

と

知
識

ア
ン
ス
ト
リ
ュ
ク
シ
オ
ン

と
を
混
同
し
、
あ
る
宗
教
の
社
会
的
価

値
を
そ
の
教
義
の
論
理
的
価
値
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
固
執
す
る
人
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
社
会
科
学
は
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
根
本
的
な
誤
謬
で
あ
る
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。 

（
１
）
今
日
で
は
「
自
由
恋
愛
」
の
支
持
者
は
と
も
す
れ
ば
女
性
の
利
益
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
い
る
。
女
性
の
共
有
は
か

つ
て
は
主
と
し
て
男
性
の
利
益
の
観
点
か
ら
擁
護
さ
れ
て
い
た
。 
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既
に
見
た
よ
う
に
、
衰
退
は
そ
の
主
要
な
徴
候
と
し
て
生
存
闘
争
に
お
い
て
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
男
性
的
感
情
の
弱
ま
り
を
見
る
ば
か
り
で
な
く
、
倒
錯
的
趣
向
を
発
達
さ
せ
、
新
し
く
珍
奇
な
楽
し

み
を
追
求
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
後
者
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
我
々
の
民
族
に
お
い
て
は
、
衰
退
の
諸
時

期
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
も
の
が
一
つ
あ
る
。
人
は
自
ら
を
貶
め
、
格
を
下
げ
、
自
ら
が
属
し
て
い
る
階

級
を
嘲
い
も
の
に
し
、
そ
れ
ま
で
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
を
す
べ
て
嘲
弄
す
る
こ
と

に
鋭
い
快
楽
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
。
衰
退
期
の
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
道
化
役
者
の
水
準
ま
で
自
ら
の
格
を

下
げ
た
。
す
で
に
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
（Tibère

）
帝
の
時
代
に
元
老
院
議
員
は
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
劇
場
に
入
る

こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
騎
兵
隊
員
（
訳
注 : 

元
老
院
議
員
と
平
民
と
の
中
間
に
位
置
す
る
）

は
公
に
は
パ
ン
ト
マ
イ
ム
を
見
物
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
（
１
）

。
ド
ミ
テ
ィ
ウ
ス
（D

om
itien

）
は

パ
ン
ト
マ
イ
ム
に
熱
中
し
て
い
た
か
つ
て
の
執
政
官
補
佐
を
元
老
院
か
ら
追
放
し
た
（
２
）

。
ロ
ー
マ
の
良
家

の
既
婚
婦
人
で
娼
婦
に
な
っ
て
い
る
者
が
見
ら
れ
た
（
３
）

。
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
上
流
階
級
の
も

の
の
考
え
方
や
素
行
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
い
。
書
物
で
知
っ
た
後
で
現
実
に

お
い
て
そ
れ
を
見
た
い
と
思
う
人
々
は
現
代
の
上
流
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
少
な
く
と
も
そ
の
一
小
部
分
を

観
察
す
れ
ば
よ
い
。
十
八
世
紀
末
の
上
流
階
級
は
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
（B
eaum

archais

）
の
舞
台
を
嘲
笑
す

る
こ
と
に
共
に
喜
び
を
感
じ
て
い
た
。
今
日
で
は
い
く
つ
か
の
国
で
、
毎
日
劇
場
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を

侮
辱
し
、
法
服
に
泥
を
か
け
、
社
会
の
力
を
構
成
す
る
も
の
す
べ
て
を
よ
だ
れ
で
汚
す
よ
う
な
作
家
た
ち

を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
自
身
が

き
ん金

で
ま
ぶ
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
穢
ら
わ
し
い

書
物
に
耽
溺
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
書
物
に
比
較
す
れ
ば
サ
テ
ィ
リ
コ
ン
（satyricon

）
で
さ

え
慎
ま
し
く
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
で
彼
ら
は
無
残
に
侮
辱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

ら
を
引
き
つ
け
る
の
は
単
に
猥
雑
さ
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
ま
で
彼
ら
が
尊
ん
で
き
た
も
の
す
べ
て
が
泥

沼
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
社
会
秩
序
の
基
盤
が
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
の
を
み
た
い
と
い
う
倒
錯
的
な
楽

し
み
で
あ
る
。
退
化
し
た
社
会
で
は
劇
場
の
下
ら
な
い
出
し
物
が
再
び
主
要
な
関
心
事
と
な
っ
て
お
り
（
４
）

、

こ
う
し
た
社
会
は
あ
ら
ゆ
る
品
位
を
喪
失
し
て
い
る
。 

愛
」
を
結
婚
の
代
わ
り
に
代
置
し
よ
う
。
エ
リ
ー
ト
が
精
気
と
活
力
に
満
ち
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
た
わ
言
は
文
学
者
、
詩
人
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
小
さ
な
仲
間
の
あ
い
だ
で
受
け
入
れ
ら
れ
る

だ
け
で
あ
る
が
、
エ
リ
ー
ト
が
衰
退
状
態
に
な
る
と
き
に
は
こ
れ
は
彼
ら
の
大
部
分
に
と
っ
て
好
箇
の
も

の
と
な
る
。
強
者
の
慈
悲
と
弱
者
の
臆
病
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
ら
の
利
益
と
権
利
を
譲
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
他
者
の
利
益
と
権
利
を
侵
害
し
は
じ
め
る
ま
さ
に
そ
の
点
で
停
止
し
う
る
に
十
分
な

自
制
力
を
持
ち
同
胞
に
対
す
る
慈
悲
の
心
を
も
ち
う
る
こ
と
、
こ
れ
は
強
者
の
特
性
で
あ
る
。
逆
に
自
分

を
護
る
に
必
要
な
勇
気
を
欠
く
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
を
断
念
す
る
こ
と
、
勝
者
の
寛
大
さ
に
身
を
委
ね

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
怯
懦
の
末
に
勝
者
を
助
け
そ
の
勝
利
を
容
易
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
弱
い
頽
廃
し

た
人
間
の
特
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
軽
蔑
に
値
す
る
だ
け
で
あ
り
、
社
会
の

ビ
ア
ン

利
益
の
た
め
に
は

で
き
る
だ
け
早
く
姿
を
消
し
た
方
が
よ
い
。 

（
３
） Tacit., Ann., II, 85. D

ig. XLV
II, 5, 11(10), § 2, Suet., Tib.,35

「
破
廉
恥
な
婦
人
た
ち
は
（
姦
通
を
禁
ず
る
）

（
２
） Suet., D

om
it., 8 

（
１
） Tacit., Ann., I, 77 

■
（
タ
キ
ト
ゥ
ス
、
年
代
記
？
）
■N

e dom
os pantom

im
orum

 senator introiret; ne 
egredientes in publicum

, equites rom
ani cingerent.

》 
G

ell.,Ⅺ
, 2

に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
カ
ト
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
古
代
ロ
ー
マ
人
の
間
で
は
詩
は
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
誰
か
が
詩
に
打
ち
込
み
、

食
卓
が
好
き
で
あ
れ
ば
、
人
は
彼
を
寄
生
者
と
呼
ん
だ
、
と
。 
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こ
れ
ら
は
す
べ
て
感
傷
主
義
的
な
媚
態
を
伴
な
っ
て
い
る
。
人
は
贅
沢
な
境
遇
の
中
で
で
あ
れ
ば
悲
惨

に
つ
い
て
快
適
に
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
■
サ
テ
ィ
リ
コ
ン
■
の
著
者
は
■
ト
リ
マ
ル
シ
ョ
ン

（Trim
alchion

）
■
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
と
き
、
こ
の
種
の
思
わ
せ
ぶ
り
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
て
し

 

上
流
の
階
級
の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
的
精
神
の
遊
戯
に
ふ
け
っ
て
も
危
険
は
あ
り
得
な
い
と

信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
時
に
な
ん
ら
か
の
危
険
の
存
在
を
彼
ら
が
認
め
る
と
し
て
も
、
彼
ら
は
そ
れ
を
き

わ
め
て
軽
微
な
も
の
と
見
な
し
、
こ
の
ス
ポ
ー
ツ

．
．
．
．
が
彼
ら
に
も
た
ら
す
快
楽
を
よ
り
鋭
い
も
の
に
す
る
の

に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
と
踏
ん
で
い
る
。 

 

あ
る
裁
判
官
は
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
未
婚
の
母
の
自
由
恋
愛
を
称
賛
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る

人
々
を
果
敢
に
も
叱
責
し
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
に
大
い
に
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
も
彼
ら
の
娘
や
姉
妹
が
こ
の
麗
し
き
先
例
に
従
っ
た
な
ら
ば
、
悲
嘆
に
く
れ
る
で

あ
ろ
う
。
法
律
は
離
婚
を
許
し
て
い
る
と
い
う
の
で
、
あ
る
種
の
人
々
は
、
不
思
議
な
詭
弁
に
よ
っ
て
、

こ
の
権
利
を
行
使
し
な
い
婦
人
の
方
が
好
き
だ
と
い
う
人
間
を
、
法
と
「
共
和
的
精
神
」
の
蔑
視
者
だ
と

主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
執
政
官
の
任
期
に
よ
っ
て
で
は
な
く
夫
に
よ
っ
て
年

次
を
数
え
て
い
た
婦
人
が
い
た
と
し
て
も
、
別
の
婦
人
た
ち
、
彼
女
た
ち
は
法
に
背
い
て
い
る
と
退
化
し

た
社
会
な
ら
ば
考
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
夫
に
し
か
ま
み
え
な
か
っ
た
こ
と
を
誇
る
婦
人
も
存
在
し
た
の

で
あ
る
（
１
）

。 

（
１
） O

relli, 2742: 

■Q
. Ragoniac Cyriaceti coniugi dulcissim

e et incom
paribili, uni viriae, caste 

bone: etc. 

我
々
の
時
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
主
義
者
な
ら
ば
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
碑
文
を
打
ち
壊
さ
せ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。Auth. lat., II, p.275: Calsino nupta univira unanim

is. Auth. Palat., Epigr. Sepul., 
324: 

「
私
は
た
だ
一
人
の
夫
の
た
め
に
し
か
帯
は
解
か
ず
に
こ
の
石
の
下
に
眠
る
。
」 

（
４
） 

十
八
世
紀
に
は
ま
だ
多
少
の
抵
抗
が
存
在
し
て
い
た
。
バ
シ
ョ
モ
ン
（B

achaum
ont

）
は
ブ
フ
レ
ル
（B

oufflers

）

の
騎
兵
隊
員
の
、
あ
る
役
者
モ
レ
（M

olé

）
に
つ
い
て
の
歌
を
保
存
し
て
い
る
。 

…
…
…
…
… 

今
度
は
そ
ん
な
お
も
ち
ゃ
が
お
気
に
入
り
？ 

モ
レ
（M

olet

）
に
き
ま
っ
て
る
、 

そ
う
で
な
け
れ
ば
ニ
コ
レ
（N

icolet

）
の
し
る
し
（signe

） 

…
…
…
… 

将
軍
様
、
娼
婦
、
法
官
、
う
や
う
や
し
い
高
僧
、 

宮
廷
婦
人
、
み
ん
な
と
り
つ
か
れ
て 

彼
の
と
こ
ろ
に
甘
い
お
菓
子
を
も
っ
て
行
く
、 

モ
レ
に
き
ま
っ
て
い
る 

そ
う
で
な
け
れ
ば
ニ
コ
レ
の
し
る
し 

…
…
…
… 

 

し
か
し
今
日
、
誰
が
喜
劇
役
者
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
無
礼
な
詩
を
書
く
勇
気
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。 

   

法
律
に
よ
る
刑
罰
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
し
て
良
家
の
婦
人
と
し
て
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

コ
ン
デ
ィ
シ
オ
ン

．
．
．
．
．
．
．

身
分
．
．

と
品
位

．
．
．
と．
を
捨
て
る
た
め
に

．
．
．
．
．
．
．
娼
婦

の
世
界
に
身
を
投
じ
た
。
二
つ
の
身
分
の
若
者
た
ち
は
元
老
院
布
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
劇
場
と
円
形
闘
技
場
に
出
入

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
故
意
に
、
裁
判
所
が
自
分
た
ち
の
破
廉
恥
を
確
認
す
る
よ
う
に
仕
向
け
た
。
」 
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あ
る
人
間
が
別
の
人
間
を
殺
す
、
あ
る
い
は
殺
そ
う
と
試
み
る
と
せ
よ
。
我
が
博
愛
主
義
者
た
ち
の
憐

憫
の
情
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
殺
人
者
の
う
え
に
注
が
れ
る
。
誰
も
犠
牲
者
を
気
の
毒
に
は
思
わ
な
い
。
人
々

の
心
を
占
め
る
の
は
殺
人
者
の
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
官
は
こ
の
哀
れ
な
男
を
迫
害
し
な
い
か
。
彼
に
「
精

神
的
拷
問
」
を
加
え
な
い
か
。
彼
は
お
そ
ら
く
そ
の
輝
か
し
い
仕
事
を
続
け
る
能
力
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
で
き
る
よ
う
に
彼
は
す
ぐ
さ
ま
社
会
に
復
帰
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
（
１
）

。
泥
棒
た
ち
も
ま
た
こ
の

よ
う
な
莫
大
な
る
慈
悲
を
享
受
す
る
が
、
盗
ま
れ
た
人
間
の
方
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
慈
悲
を
受
け
る

権
利
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
。
人
々
は
あ
る
種
の
場
合
に
は
、
盗
み
の
権
利
を
宣
言
す
る
ま
で
に
至
っ
て

い
る
。
た
し
か
に
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
一
個
の
パ
ン
を
盗
む
人
間
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
痛
ま
し
い
事
態

に
陥
っ
た
の
が
彼
の
意
思
、
あ
る
い
は
彼
の
落
度
に
よ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
い
く
ら
か
の
寛
恕
免
責
に

値
す
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
財
産
を
奪
わ
れ
た
パ
ン
屋
の
方
は
、
何
ら
の
同

情
に
も
値
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
日
暮
ら
し
の
貧
乏
人
た
ち
が
全
て
彼
か
ら
パ
ン
を
奪
う
な

ら
ば
、
こ
の
パ
ン
屋
は
破
産
に
追
い
込
ま
れ
、
彼
も
そ
の
家
族
も
悲
惨
な
状
態
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
社
会

は
す
べ
て
の
そ
の
日
暮
ら
し
の
貧
乏
人
す
べ
て
に
パ
ン
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ

し
当
り
認
め
る
と
し
て
も
、
全
市
民
の
も
の
で
あ
る
べ
き
負
債
を
、
何
故
に
も
っ
ぱ
ら
パ
ン
屋
だ
け
が
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
し
か
し
、
感
傷
主
義
的
悪
癖
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
人
間
た
ち
と
議
論

し
て
も
無
駄
で
あ
る
。 

 

男
ら
し
さ
の
欠
如
は
さ
ら
に
、
犯
罪
者
た
ち
に
対
す
る
愚
か
し
い
哀
れ
み
の
う
ち
に
よ
り
一
層
鮮
明
に

現
わ
れ
る
。
犯
罪
者
た
ち
が
今
日
享
受
し
て
い
る
特
別
な
好
意
を
あ
る
程
度
ま
で
説
明
で
き
る
の
は
、
こ

の
犯
罪
者
た
ち
と
い
う
の
は
し
ば
し
ば
、
凋
落
期
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
多
く
と
同
じ
よ
う
に
、
退
行
的
変

質
者
（dégénérés

）
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。 

か
る
べ
き
で
あ
る
。
「
我
が
友
よ
、
奴
隷
も
同
じ
く
人
間
で
あ
り
、
彼
ら
は
運
命
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ
て
は

い
る
け
れ
ど
も
、
我
々
と
同
じ
乳
を
飲
ん
で
い
た
の
だ
（
１
）

。
」
し
か
し
こ
の
少
し
前
に
は
ト
リ
マ
ル
シ
ョ
ン

は
自
分
の
奴
隷
ミ
ト
リ
ダ
ト
ゥ
ス
（M

ithridate

）
が
主
人
の
守
護
神
を
冒
涜
し
た
科
で
磔
に
さ
れ
た
こ

と
を
眉
一
つ
動
か
さ
ず
に
物
語
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
今
日
、
自
分
た
ち
の
金
で
諸
制
度

―
ま
さ
に
こ
の
制
度
の
中
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
富
は
不
当
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
か
ら
収
奪

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
―
を
援
助
し
て
い
る
裕
福
な
人
々
は
少
な
く

と
も
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
彼
ら
の
富
は
共
同
体
か
ら
横
領
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
彼
ら

が
本
当
に
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
富
の
ひ
と
か
け
ら
で
は
な
く
、
全
部
す
っ
か
り
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
「
資
本
」
に
よ
る
収
入
で
生
活
し
て
い
る
人
々
の
そ
の
「
資
本
」

を
弾
劾
し
よ
う
と
す
る
と
は
、
皮
肉
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
労
働
の
生
産
物
全
体
に
対
す
る
労
働
者
の
権

利
に
つ
い
て
き
ざ
な
雄
弁
を
弄
ぶ
人
間
の
大
部
分
は
労
働
者
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
十
本
の
指
か
ら

は
い
か
な
る
有
用
な
も
の
も
作
り
出
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
■Q

uis tulerit G
racchos de 

seditione querentes? 

（
１
） 

一
九
〇
一
年
九
月
パ
リ
で
開
か
れ
た
グ
ラ
ン
ド
・
オ
リ
エ
ン
ト
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
総
会
は
、「
刑
法
第
四
六
三

条
の
改
正
の
方
針
を
承
認
し
た
。
こ
の
方
針
は
既
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
、
寛
大
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
原
則
を
適

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
者
を
無
罪
に
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
総
会

は
こ
の
素
晴
ら
し
い
「
犯
罪
者
」
た
ち
の
犠
牲
者
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
鋭
意
考
え
る
こ
と
は

潔
し
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
犠
牲
者
た
ち
が
「
寛
大
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
原
則
の
適
用
」
か
ら
何
故
に
排
除
さ

れ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
犯
罪
者
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
利
益
を
侵
害
さ

れ
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
、
人
類
に
属
す
る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
で
で
も
あ
ろ
う
か
。 
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さ
ら
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
し
ば
し
ば
起
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
義
が
多
数
の
信
奉
者
を
も
つ

よ
う
に
な
り
、
あ
る
種
の
感
情
が
非
常
に
広
く
普
及
し
た
と
き
に
は
、
あ
る
種
の
人
々
は
、
こ
の
教
義
あ
 

キ
リ
ス
ト
教
が
迫
害
さ
れ
て
い
た
限
り
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
の
は
、
一
般
に
、
自

ら
の
信
念
の
た
め
に
自
ら
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
力
の
あ
る
人
間
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
主

義
が
迫
害
さ
れ
て
い
る
国
々
で
は
今
日
で
も
社
会
主
義
に
つ
い
て
起
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
が
支
配
的
な
宗
教
と
な
る
や
否
や
、
そ
れ
は
、
宗
教
を
何
よ
り
も
ま
ず
利
害
問
題
と
み
な
す
人
間
た
ち

を
引
き
つ
け
た
（
１
）

。
そ
し
て
社
会
主
義
に
つ
い
て
も
現
在
い
く
つ
か
の
国
々
で
同
様
の
こ
と
が
起
き
て
い

る
。 

 

主
義
や
宗
教
は
そ
の
進
展
の
あ
る
時
点
で
、
社
会
の
中
に
存
在
す
る
諸
利
益
を
調
達
す
る
た
め
の
一
手

段
と
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
転
向
の
多
く
は
も
は
や
利
害
問
題
以
外
の
も
の
で
は
な
く
な
る
。
社
会
主
義

も
こ
の
一
般
的
法
則
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
国
で
は
社
会
主
義
は
、

然
る
べ
き
学
習
と
実
践
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
べ
き
、
一
つ
の

カ
リ
エ
ー
ル

職
業
と
な
っ
て
い
る
（
１
）

。
こ
の
道
を
た
ど

る
者
の
中
で
、
あ
る
者
た
ち
は
政
府
の
特
別
の
計
ら
い
を
獲
得
す
る
こ
と
だ
け
を
熱
望
す
る
の
で
あ
る
が
、

他
の
者
た
ち
は
立
法
機
関
に
地
位
を
得
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
地
方
行
政
当
局
に
地
位
を
得
る

こ
と
を
望
む
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
（
訳
注 : 

社
会
主
義
者
の
）
政
治
家
に
と
っ
て
は
上
昇
す
る
た
め
の
絶
好

の
機
会
の
一
つ
で
あ
る
。
戦
争
が
軍
人
に
と
っ
て
昇
進
の
た
め
の
そ
れ
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

エ
リ
ー
ト
の
社
会
主
義
の
も
う
一
つ
の
源
泉
は
、
彼
ら
エ
リ
ー
ト
の
利
害
の
一
部
の
う
ち
に
見
出
さ
れ

る
。
い
か
な
る
社
会
階
級
も
同
質
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
常
に
敵
対
が
存
在
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
党
派
の
一
つ
が
そ
の
拠
点
を
下
層
階
級
に
求
め
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
こ
そ
む
し

ろ
非
常
に
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
革
命
は
あ
る
一
つ
の
エ
リ
ー
ト
集
団
の
う
ち
の

反
逆
的
構
成
員
た
ち
を
そ
の
指
導
者
に
い
た
だ
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
１
）
ロ
ー
マ
司
教
の
選
挙
に
関
連
し
てA

m
m

ien M
arcellin 

（XXV
II, 3

）
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
も
が
認
識
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ロ
ー
マ
に
お
け
る
こ
の
地
位
の
重
要
性
を
考
え
る
と
き
、
私
は
、
競
争
者
た
ち
が
そ
れ
を
求
め

て
み
な
同
じ
よ
う
に
貪
欲
に
な
る
こ
と
に
驚
か
な
い
。
こ
の
地
位
を
獲
得
し
た
者
は
確
実
に
、
貴
婦
人
等
か
ら
の
莫

大
な
寄
進
に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
」Julien

の
或
る
教
会
憲
章
は
（Cod.Theod., XII, 1, 50

）
、
聖

職
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
リ
ア
会
か
ら
免
除
さ
れ
よ
う
と
試
み
て
い
た
十
人
隊
隊
長
た
ち
を
ク
リ
ア
会
に
戻
す

よ
う
に
命
じ
て
い
る
。 

（
１
）G

. Ferrero, L’Europa giovane 

を
参
照
。 

     

こ
の
よ
う
に
し
て
要
求
さ
れ
た
法
律
が
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
法
律
は
、
我
々
の
時
代
の
感
傷
主
義
的

な
用
語
法
で
「
許
し
の
法
」
（loi de pardon

）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
目
的
は
刑
法
の
条
項
を
愛

し
い
犯
人
に
適
用
す
る
と
い
う
気
の
重
い
つ
ら
い
必
要
性
か
ら
裁
判
官
た
ち
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は

純
然
た
る
偽
善
の
一
種
で
あ
る
。
人
々
は
ま
だ
こ
れ
ら
の
条
項
を
明
瞭
に
廃
棄
し
よ
う
と
は
敢
え
て
し
な
い
。
し
か

し
彼
ら
は
、
高
位
高
官
に
対
し
て
は
不
健
康
な
人
気
取
り
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
を
許
し
て
い

る
。 こ

れ
は
も
う
仕
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
も
、
犯
罪
者
は
ま
す
ま
す
有
利
な
処
分
を
発
見
す
る
た
め
に
相
互
に
し
の

ぎ
を
削
っ
て
、
そ
の
明
敏
な
頭
脳
を
使
う
人
間
が
ま
す
ま
す
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 
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上
流
階
級
に
お
け
る
抵
抗
精
神
全
体
の
弱
化
、
さ
ら
に
、
彼
ら
が
彼
ら
自
身
の
没
落
を
加
速
す
る
た
め

に
自
覚
す
る
こ
と
な
く
励
む
と
こ
ろ
の
執
拗
な
努
力
、
こ
れ
ら
は
現
代
に
お
け
る

も
興
味
あ
る
現
象
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
例
外
的
な
こ
と
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
歴
史
は
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て

の
い
く
つ
も
の
事
例
を
提
供
し
て
お
り
、
多
分
今
後
も
エ
リ
ー
ト
の
周
流
が
続
く
限
り
は
、
す
な
わ
ち
我
々

の
予
想
が
未
来
に
向
っ
て
該
当
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
事
例
は
提
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

社
会
主
義
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
社
会
の
下
層
階
級
に
対
し
て
よ
り
も
上
流
階
級
に
対
し
て
、
よ
り

大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
社
会
主
義
の
指

導
者
た
ち
が
主
と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
補
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
社
会
主

義
の
理
論
家
た
ち
の
出
自
は
労
働
者
階
級
で
は
な
い
。 

 

科
学
的
社
会
主
義
は
人
道
主
義
的
渇
望
に
一
つ
の
科
学
的
形
式
を
与
え
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
宗
教
的
形
式
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
現
代
で
は
科
学
的
形
式
が
支
配
的
様

式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
科
学
的
社
会
主
義
は
教
義
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば

き
わ
め
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
実
践
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
重
要
性
に
お
い
て
は
る
か
に
劣
る
。
科
学
が
大

衆
を
感
動
さ
せ
熱
狂
さ
せ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
い
。 

 

人
間
を
あ
る
教
義
の
支
持
者
へ
と
促
す
も
の
は
単
に
利
害
や
計
算
だ
け
で
は
な
い
。
模
倣
の
精
神
も
あ

れ
ば
そ
の
他
多
く
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
い
ま
の
場
合
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

知
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
す
べ
て
が
結
び
合
わ
さ
れ

て
き
わ
め
て
強
力
な
一
つ
の
流
れ
が
生
み
出
さ
れ
、
こ
の
流
れ
は
そ
の
通
路
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
を
巻

き
込
ん
で
ゆ
く
。 

る
い
は
感
情
を
自
分
た
ち
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
全
く
変
え
て
し
ま
い
な
が
ら
そ

の
形
式
だ
け
を
尊
重
す
る
方
が
得
策
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
顕

著
な
例
の
一
つ
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
場
合
で
あ
っ
て
、
彼
は
共
和
政
的
形
式
の
外
観
は
尊
重
は
し
な
が

ら
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
皇
帝
の
統
治
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
の
進
化
も
同
じ
よ
う
に
こ
の
種
の
事

例
を
数
多
く
提
供
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
初
め
お
よ
び
前
半
期
を
通
じ
て
上
流
階
級
は
社
会
主
義
的
理

念
を
窒
息
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
や
が
て

は
自
分
の
こ
と
を
社
会
主
義
者
で
あ
る
と
言
わ
な
い
人
間
を
見
つ
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
社
会
主
義
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
主
義
、
ト
ル
ス
ト
イ
風
社
会

主
義
、
い
く
つ
か
の
倫
理
的
社
会
主
義
、
共
和
主
義
的
国
家
社
会
主
義
、
民
衆
煽
動
的
社
会
主
義
、
王
政

主
義
的
社
会
主
義
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
帝
国
主
義
的

．
．
．
．
．
社
会
主
義
、
無
政
府
主
義
的
社
会
主
義
、
各

種
の
文
学
的
社
会
主
義
。
小
説
や
喜
劇
は

も
重
大
な
経
済
問
題
を
、
言
う
ま
で
も
な
く
社
会
主
義
的
方

向
で
、
解
決
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
へ
の
熱
中
が
過
ぎ
去
っ
た
と
き
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
文
筆
作
品
の
多
く
は
、
十
八
世
紀
末
の
あ
る
種
の
感
傷
主
義
的
な
宣
言
に

つ
い
て
今
日
我
々
が
感
じ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
、
滑
稽
な
ほ
ど
意
味
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
可
能
性
で

あ
る
。 

 
 

 
 
 
 

ヴ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
パ
レ
ー
ト 

 
 
 

セ
リ
ニ
ー
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）
に
て 

一
九
〇
一
年
十
一
月
三
十
日 
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第
一
章 

社
会

組

織

オ
ル
ガ
ニ
ザ
シ
オ
ン

の
一
般
原
則 

 

絶
対
的
た
る
こ
と
を
欲
し
て
誤
謬
に
陥
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
種
の
決
定
論
が
存
在
す
る
。
Ａ
・
ナ
ヴ
ィ

ル
（A

. N
aville

）
教
授
が
決
定
論
と
闘
う
の
は
全
て
尤
も
な
の
で
あ
る
が
、
彼
の
唯
一
の
ま
ち
が
い
は
決

定
論
と
科
学
的
決
定
論
と
を
混
同
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
は
言
う
。
「
人
が
す
べ
て
の
歴
史
的
説
明
の
相

対
的
性
格
を
十
分
に
理
解
し
た
と
き
、
そ
し
て
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
歴
史
科
学
は
必
然

的
に
限
界
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
歴
史
科
学
は
い
ま
だ
説
明
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
使
っ
て
つ
ね

に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
た
と
き
、
彼
は
も
は
や
、
我
々
に
全
く
近
い
と
こ
ろ
で
の
、
ま
た
我
々

自
身
に
お
け
る

エ
ボ
ル
シ
オ
ン

変
遷

そ
の
も
の
の
う
ち
に
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
信
念
に
対
し
て
、

そ
れ
を
認
め
な
い
と
い
う
宣
言
を
対
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
信
念
は
な
に
か
定
理
的
な
も
の
の

存
在
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
■
法
則
の
存
在
の
肯
定
は
決
定
論
を
含
意
し
な
い
■
。
定
理
的
な
も

の
は
諸
関
係
を
認
識
す
る
だ
け
で
あ
る
。
定
理
的
な
も
の
が
認
識
す
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
な
ん
ら
か
の
条
件
が
実
現
さ
れ
て
い
る
、
し
か
も
他
の
撹
乱
的
状
況
の
併
在
な
し
に
単
独
で
実
現
さ

れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
相
応
の
結
果
が
生
ず
る
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
あ
る
一
項
を
想
定
せ
よ
、
定

理
的
な
も
の
は
諸
君
に
、
い
か
な
る
別
項
が
必
然
的
な
依
存
関
係
に
よ
っ
て
そ
れ
に
結
び
付
い
て
い
る
か

を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
如
何
に
し
て

初
の
項
は
措
定
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
ら
は
ど
こ
か
ら
来
る

の
か
。
如
何
な
る
時
期
に
そ
れ
ら
は
現
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
継
時
的
に
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。
―
定
理
的
な
も
の
は
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら

な
い
（
１
）
。
」 

 

科
学
的
決
定
論
は
斉
一
性
の
絶
対
的
必
然
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
が
主
張
す
る
の
は
、

こ
れ
が
絶
対
的
教
義
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
が
、
人
は
こ
れ
ま
で
斉
一
性
を
実
地
に
確

認
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
諸
事
実
が
斉
一
性
を
示
す
よ
う
に
は
見
え
な
い
と
き
は
、
そ
れ

は
専
ら
我
々
の
無
知
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
我
々
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
無
知
以
外
の
原

因
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。 

 

絶
対
的
教
義
の
支
持
者
は
、
科
学
的
研
究
の
も
つ
専
ら
相
対
的
な
性
格
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
絶
対
的
な
る
も
の
を
、
そ
れ
が
存
在
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

ら
は
科
学
的
探
求
を
彼
ら
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
解
釈
し
歪
曲
す
る
の
で
あ
る
。 

 

社
会
的
事
実
が

ユ
ニ
フ
ォ
ル
ミ
テ

斉
一
性
を
示
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
社
会
科
学
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
斉
一
性
の
存
在
の
確
認
は
科
学
的
決
定
論

．
．
．
．
．
．
と
い
う
考
え
方
を
作
り
出
す
。
こ
の
考
え
方
と
唯
物
論
と

を
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
唯
物
論
は
一
つ
の
宗
教
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
科

学
の
範
囲
を
越
え
る
問
題
の
解
決
を
与
え
る
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

社
会
主
義
体
系 

 

歴
史
的
決
定
論
―
現
実
運
動
と
仮
想
運
動
―
社
会
的
集
合

ア
グ
レ
ガ

と
そ
の
諸
部
分
―
相
互
作
用
―
政
府
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、

必
然
的
に
支
配
階
級
の
利
害
の
代
表
者
で
あ
る
―
あ
ら
ゆ
る
統
治

機
構

オ
ル
ガ
ニ
ス
ム

は
社
会

機
構

オ
ル
ガ
ニ
ス
ム

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
―
経
済

的
自
由
の
実
現
を
妨
げ
る
諸
原
因
―
あ
ら
ゆ
る
政
府
が
支
点
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
―
社
会
組
織
を
絶
対
的
な

一
観
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
善
と
悪
と
を
総
合
的
に
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的

作
用

ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

の
あ
る
部
分
を
修
正
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
―
科
学
的
疑
念

と
党
派
信
仰
と
の
対
比
―
社
会
シ
ス
テ
ム
を
判
断
す
る
た
め
に
は
大
抵
の
場
合
経
験
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
―

こ
れ
こ
そ
自
由
と
競
争
の
た
め
の
議
論
で
あ
る 
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あ
る
表
面
上
を
移
動
さ
せ
ら
れ
る
重
み
の
あ
る
質
点
を
想
定
せ
よ
。
そ
の
質
点
の
た
ど
る
で
あ
ろ
う
線

は
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
質
点
の
現
実
的
運
動
が
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
の
は
こ
の
線
の
上
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
我
々
は
重
さ
を
捨
象
し
、
点
に
つ
い
て
そ
れ
が
表
面
上
を
移
動
す
る
条
件
の
み
を
残
す
こ
と

 

力
学
の
用
語
を
借
用
し
て
、
人
間
社
会
に
つ
い
て
も
、
現
実
的
運
動
と
仮
想
的
運
動
を
区
別
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。 

 

し
か
し
単
な
る
良
識
で
も
、
こ
う
し
た
余
り
に
絶
対
的
な
結
論
に
は
異
議
を
唱
え
る
。
起
こ
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
す
べ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
、
こ
れ
は
誰
も
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
不
可
能
に
も
別
の
種

類
の
不
可
能
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
不
可
能
は
安
定
し
た
恒
常
的
■
結
合
■
―
こ
れ
は
常
に
観

察
さ
れ
て
き
た
し
、
将
来
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
―
か
ら
結
果
す
る
。
他
方
の
不

可
能
は
、
偶
然
的
可
変
的
結
合
―
こ
れ
は
観
察
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
、
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
は

二
度
と
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
―
の
結
果
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
鑑
み
て
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
が
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
に
お
い
て
勝
利
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
不
可
能
性
は
明
ら
か

に
、
ト
ロ
イ
の
城
壁
の
も
と
で
の
神
々
の
戦
い
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
種
類
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
戦
略
学
が
戦
い
の
実
際
上
の
結
果
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る

種
の
仮
説
的
条
件
が
現
実
化
し
て
い
た
な
ら
ば
交
戦
者
の
運
命
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
を
研
究
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
か
く
し
て
戦
略
学
は
過
去
か
ら
、
未
来
が

ど
の
よ
う
で
あ
り
う
る
か
に
つ
い
て
の
教
訓
を
引
き
出
す
。
た
し
か
に
未
来
は
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し

我
々
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
考
え
ら
れ
う
る
結
合
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
結
合
の
結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
有
益
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
は
こ
う
し
た
探
求
に
専
念
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
社
会
諸
科
学
は
、
人
間

の
知
識
状
態
が
社
会
諸
現
象
の
決
定
に
寄
与
す
る
一
要
素
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
こ
の
知
識
状
態
が

科
学
的
探
求
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
道
を
た
ど
る
正
当
な
理
由

を
持
つ
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
考
え
方
―
こ
れ
は
実
際
に
確
認
さ
れ
る
斉
一
性
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て

は
、
科
学
的
決
定
論
の
容
認
者
の
う
ち
誰
も
異
論
を
唱
え
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
―
か
ら
出
発
し
て
、

あ
る
種
の
論
者
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
研
究
の
無
益
性
を
宣
言
し
、
科
学
を
単
な
る
記
述
的
命
題
に
限

定
し
よ
う
と
し
た
。
不
可
能
な
こ
と
に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
何
に
な
る
の
か
。
お
と
ぎ
話
で
も

読
ん
で
い
た
ほ
う
が
ま
し
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
自
称
歴
史
派
は
政
治
経
済
学
の
研
究
を
軽
蔑
し
、
不
幸
に

も
彼
ら
が
理
解
し
え
な
い
理
論
に
見
向
き
も
し
な
く
な
る
。 

 

さ
ら
に
科
学
的
決
定
論
か
ら
は
い
ま
一
つ
間
違
っ
た
帰
結
が
引
き
出
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
組
織
は

社
会
に
作
用
す
る
内
外
の
諸
力
の
働
き
か
ら
結
果
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
認
め
ら
れ
る
。
も
し
我
々
が

一
定
の
組
織
の
事
例
を
見
出
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
そ
の
組
織
を
規
定
す
る
条
件
―
こ
れ
か

ら
組
織
が
結
果
す
る
の
で
あ
る
が
―
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。エ

ボ
ル
シ
オ
ン

進
化

の

運
動
は
、
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
現
実
に
た
ど
っ
て
き
た
方
向
以
外
に
は
起
こ
り
得

な
か
っ
た
。 

 

こ
れ
は
全
く
正
確
で
は
あ
る
が
、
科
学
的
決
定
論
は
ま
さ
に
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
範
囲
の
外
に
で
る

も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
科
学
的
決
定
論
に
つ
い
て
、
決
定
論
は
法
則
の
肯
定
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
反
論
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
１
）
『
科
学
の
新
し
い
分
類
』N

ouvelle classification des sciences, Paris, 1901, p.132-133. 
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我
々
が
こ
こ
で
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
実
的
運
動
を
全
く
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

特
に
こ
の
仮
想
的
運
動
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
社
会
シ
ス
テ
ム
の
研
究
は
よ
り
特
殊
的
に
社
会
学
に
属
す
る
。

我
々
と
し
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
し
か
、
つ
ま
り
理
論
的
シ
ス
テ
ム
の
研
究
に
と
っ
て
必
要
な
こ

と
の
み
を
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
全
く
に
正
当
に
、
あ
る

ア
グ
レ
ガ

集
合
体
の
有
す
る
諸
特
徴
は
そ
の
諸
部
分
の
示

す
諸
特
徴
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
命
題
に
対
し
て
な
さ
れ
た
反
論
は
ほ
と
ん
ど
根

拠
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
反
論
は
、
集
合
体
の
諸
特
徴
は
諸
部
分
の
諸
特
徴
の
総
和
で
は
な
い
こ
と
、

集
合
体
の
諸
特
徴
は
諸
部
分
の
諸
特
徴
の
単
な
る
羅
列
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い

て
い
る
。
こ
れ
は
完
全
に
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
複
数
の
事
物
の
合
成
結
果
は
必
ず
し
も
そ
れ
ら

の
総
和
で
は
な
い
。
あ
る
物
体
が
一
つ
の
点
に
集
ま
る
二
つ
の
直
線
に
よ
っ
て
大
き
さ
及
び
方
向
が
表
示

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
体
は
あ
た
か
も

初
の
二
つ

の
直
線
に
基
づ
い
て
作
図
さ
れ
る
平
行
四
辺
形
の
対
角
線
に
よ
っ
て
大
き
さ
及
び
方
向
が
表
示
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
一
つ
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
運
動
す
る
。
こ
の
一
つ
の
力
は

初
の
二
つ
の
力

の
総
和
に
等
し
く
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
力
は

初
の
二
つ
の
力
の
合
成
結
果
で
は
な
い
と
反
論
で

 

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
し
て
い
る
人
々
は
保
護
貿
易
主
義
体
制
の
下
に
あ
る
。
彼
ら
が
そ
こ
に
到
達

し
た
の
は
質
点
の
運
動
と
全
く
同
じ
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
現
実
的
運
動
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
質

点
の
運
動
に
つ
い
て
我
々
が
さ
し
あ
た
り
重
さ
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
フ
ラ
ン

ス
人
に
つ
い
て
も
さ
し
あ
た
り
彼
ら
が
自
由
貿
易
体
制
の
も
と
に
生
き
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
の
場
合
フ
ラ
ン
ス
人
の
工
業
と
農
業
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
婚
と
出
産
の
動
き
は
ど

う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
答
え
は
我
々
に
仮
想
的
運
動
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
、

そ
し
て
こ
の
情
報
は
我
々
に
、
経
済
的
均
衡
の
条
件
を
発
見
す
る
う
え
で
、
ま
た
現
実
的
運
動
が
示
す
と

こ
ろ
の
か
な
り
数
多
く
の
性
格
を
確
定
す
る
上
で
、
有
益
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
口

増
加
の
不
足
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
蓄
積
さ
れ
た
資
本
の
、
保
護
貿
易
主
義
、
国
家
社
会
主
義
、

そ
し
て
軍
国
主
義
に
よ
る
破
壊
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
も
し
こ
の
破
壊
が
止
ま
る

な
ら
ば
人
口
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
、
こ
れ
ら
は
同
じ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
表
現
法
は
仮
想
的
運
動
の
叙
述
形
式
の
も
と
に
事
柄
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

あ
る
一
つ
の
社
会
に
生
き
る
一
人
の
人
間
を
想
定
し
よ
う
。
彼
の
環
境
、
こ
の
人
間
自
身
の
性
質
、
そ

の
他
い
ろ
い
ろ
の
状
況
が
彼
の

ア
ク
シ
オ
ン

行
動
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
が
（
１
）

、
こ
れ
は
点
の
運
動
が
決
定
さ
れ
た
の

と
同
じ
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
現
実
的
運
動
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
の
人
間
の
行
動
を
決
定
す
る

状
況
の
う
ち
一
つ
あ
る
い
は
い
く
つ
か
を
捨
象
し
よ
う
。
そ
の
場
合
我
々
は
別
の
可
能
な
行
動
を
得
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
仮
想
的
運
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
的
行
動
の
研
究
は
均
衡
条
件
の
発

見
に
と
っ
て
有
益
で
あ
り
、
ま
た
、
現
実
的
行
動
が
示
す
と
こ
ろ
の
性
格
を
発
見
す
る
う
え
で
も
有
益
で

あ
る
。 

が
で
き
る
。
そ
の
場
合
こ
の
点
は
こ
の
表
面
上
の
ど
の
よ
う
な
線
で
も
た
ど
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
仮
想
的
運
動

．
．
．
．
．
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
両
者
の
研
究
は
表
面
上
の
点
の
均
衡
条
件
を
確

定
す
る
の
に
役
立
ち
、
ま
た
同
時
に
、
こ
の
点
が
実
際
に
た
ど
っ
た
曲
線
の
い
く
つ
か
の
特
性
を
発
見
す

る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
実
際
に
た
ど
ら
れ
た
曲
線
を
、
可
能
性
と
し
て

た
ど
ら
せ
得
る
別
の
曲
線
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

こ
こ
で
は
我
々
は
、
こ
う
し
た
行
動
が
今
度
は
社
会
条
件
に
反
作
用
す
る
状
況
に
つ
い
て
は
無
視
す
る
。 
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現
実
に
現
わ
れ
る
ま
ま
の
現
象
に
つ
い
て
の
科
学
的
概
念
を
得
る
た
め
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
を
結

合
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
切
り
離
し
て
別
々
に
扱
う
と
重
大
な
誤
謬
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
特
に
危
険
な
の
は
第
二
の
視
点
で
あ
る
。 

 

諸
事
実
の
観
察
は
昔
か
ら
実
践
的
な
人
々
を
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
こ
の
真
実
を
認
識
せ
し
め
て
き
た
。

人
は
本
当
に
事
実
に
就
き
従
お
う
と
欲
す
る
と
き
に
は
、
理
論
を
、
と
り
わ
け
道
徳
的
、
感
情
的
、
あ
る

い
は
神
秘
的
理
論
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
欲
す
る
と
き
よ
り
も
誤
謬
に
陥
る
こ
と
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
。

あ
る
一
国
民
に
と
っ
て
非
常
に
結
構
な
法
律
が
他
の
国
民
に
と
っ
て
は
非
常
に
都
合
が
悪
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
う
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
あ
る
い
は
気
候
や
人
種
民
族
の
影
響
に
気
づ
い
て
、quid leges sine 

m
ores? 

と
い
う
問
い
を
立
て
る
と
き
に
は
、
人
は
個
々
人
の
特
徴
が
集
合
体
の
特
徴
に
及
ぼ
す
作
用
を
認

識
す
る
。
ロ
ー
マ
の
平
和

．
．
．
．
．
．
の
恩
恵
を
称
讃
す
る
と
き
、
商
業
と
工
業
の
繁
栄
を
財
産
の
安
全
に
関
連
づ
け

る
と
き
、

後
に
、
こ
れ
は
誇
張
を
と
も
な
っ
て
で
あ
る
が
、
賢
明
な
る
法
律
の
良
き
効
果
に
注
目
す
る

と
き
、
人
は
集
合
体
の
個
人
に
対
す
る
作
用
を
認
識
す
る
（
１
）

。 

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
群
衆
を
形
成
す
る
人
々
は
彼
ら
が
一
人
の
と
き
に
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
考
え
行
動

す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
群
衆
の
示
す
諸
特
徴
が
そ
の
諸

部
分
の
諸
特
徴
か
ら
結
果
す
る
と
い
う
こ
と
が
正
し
く
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け

る
敗
戦
の
後
イ
ギ
リ
ス
の
群
衆
は
、
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
敗
戦
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
群
衆
と
同
じ
よ
う
に

は
行
動
し
な
か
っ
た
こ
と
に

近
誰
も
が
気
づ
い
て
い
る
。
次
の
二
つ
の
命
題
の
あ
い
だ
に
矛
盾
は
存
在

し
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
群
衆
の
諸
特
徴
は
フ
ラ
ン
ス
の
群
衆
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
群
衆
を
構
成

す
る
個
々
人
の
諸
特
徴
の
単
な
る
羅
列
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
命
題
。
そ
し
て
、
群
衆
の
こ
う

し
た
諸
特
徴
は
個
々
人
の
諸
特
徴
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
帰
結
で
あ
る
と
い
う
命
題
。 

 

一
国
民
の
経
済
的
お
よ
び

グ
ヴ
ェ
ル
ヌ
マ
ン
タ
ル

政
治
的

シ
ス
テ
ム
が
厳
密
に
言
え
ば
そ
の
国
民
の
諸
特
徴
の
合
成
結
果
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
後
者
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
表
現

の
仕
方
は
完
全
に
正
確
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
も
今
後
は
国
民
の
諸

特
徴
を
変
容
さ
せ
る
か
た
ち
で
介
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
連
の
作
用
と
反
作
用
と
が
存
在
す

る
。
す
な
わ
ち
、
一
原
因
と
そ
の
効
果
と
い
う
こ
と
に
還
元
さ
れ
得
る
一
現
象
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
い

ろ
い
ろ
な
力
の
一
均
衡
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 

 

個
々
人
の
特
徴
は
政
治
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
決
定
す
る
原
因
．
．
で
は
な
く
、
ま
た
、
政
治
シ
ス
テ
ム
も
個
々

人
の
特
徴
を
決
定
す
る
原
因
．
．
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
二
つ
の
あ
い
だ
に
は
必
然
的
な
対
応
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
相
互
に
作
用
し
反
作
用
す
る
諸
力
の
あ
い
だ
に
均
衡
状
態
が
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
は
社
会
諸
科
学
の
研
究
に
と
っ
て
絶
対
的
に
根
本
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
（
１
）

。 

（
１
） 

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
『
法
の
精
神
』Esprit des lois, XV

 III, 7 et 8 

で
別
々
の
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
二

つ
の
視
点
を
呈
示
し
て
い
る
。
「
人
々
は
自
ら
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
ま
た
よ
き
法
律
に
よ
っ
て

．
．
．
．
．
．
．
．
土
地
を
彼
ら
の
す
み

か
と
し
て
よ
り
適
切
な
も
の
と
し
た
。
…
」
も
っ
と
先
で
は
、
「
法
律
は
、
い
ろ
い
ろ
な
国
民
が
そ
の
生
活
の
資
を

手
に
入
れ
る
様
式
と
非
常
に
大
き
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
」 

（
１
） 

我
々
は
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
『
経
済
学
講
義
』Cours d’économ

ie politique, § 591 § 600, 

お
よ
び

そ
の
他
の
箇
所
で
既
に
行
な
っ
た
詳
し
い
叙
述
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。 
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も
絶
対
的
な
専
制
君
主
と
は
大
抵
の
場
合
軍
事
的
寡
頭
制
あ
る
い
は
官
僚
制
の
頭
目
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
多
く
の
気
ま
ぐ
れ
が
起
り
う
る
の
で
は
あ
る
が
、
彼
は
支
配
階
級
の
利
益
に
一
般
的
に
、
そ
し
て
恒

常
的
に
対
立
し
つ
つ
統
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
兵
士
た
ち
を
金
持
ち
に
し
、
そ
の
他
は
軽
蔑
せ
よ
」（
１
）

とSeptim
e Sévère

は
そ
の
息
子
に
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
層
兵
士
た
ち
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
満
足
し
な
い
と
き
に
は
、
ト
ル
コ
の
近
衛
歩
兵
が
ス
ル
タ
ン
を
廃
し
た

よ
う
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
貴
族
が
王
を
思
い
の
ま
ま
に
支
配
し
た
よ
う
に
、
中
国
の
官
僚
集
団
、
さ

ら
に
ロ
シ
ア
の
官
僚
集
団
が
そ
の
主
君
を
妨
害
し
そ
の
意
思
を
無
力
化
し
た
よ
う
に
、
ア
テ
ネ
の
民
衆
が

も
は
や
彼
ら
の
気
に
入
ら
な
く
な
っ
た
煽
動
政
治
家
を
捨
て
た
よ
う
に
、
彼
ら
兵
士
は
皇
帝
を
退
位
さ
せ

た
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
民
主
派
の
政
治
家
は
自
ら
の
支
持
者
に
つ
い
て
語
る
際
に
冗
談
に
で
は
あ
る
が
次

の
よ
う
に
言
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
彼
ら
の
指
導
者
で
あ
る
。
私
は
彼
ら
に
追
従
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て

も
必
要
で
あ
る
。
」
ロ
ー
マ
の
皇
帝
で
自
ら
の
親
衛
隊
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
う
可
能
性
の
あ
っ

た
人
は
一
人
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
た
中
国
の
皇
帝
の
よ
う
な
専
制
独
裁
君
主
も
一
人
な
ら
ず
そ
の
官
僚

集
団
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
い
か
ね
な
か
っ
た
。
な
お
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
無
力
は
好
都
合
な

こ
と
が
あ
る
の
と
同
じ
く
時
に
不
都
合
な
こ
と
も
あ
る
。
ず
っ
と
昔
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
全

く
い
た
だ
け
な
い
ロ
ー
マ
皇
帝
の
名
の
も
と
に
非
常
に
卓
抜
な
法
典
（constitutions

）
が
存
在
し
て
い

た
。
カ
ラ
カ
ラ
（C

aracalla

）
の
名
に
よ
る
も
の
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
（
２
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
帝
国
の
指
導
的
地
位
に
お
け
る
と
同
じ
く
属
州
に
お
い
て
も
官
僚
集
団
が
ト
ッ

プ
の
欠
点
を
中
和
し
た
。
デ
ュ
リ
ュ
イ
（D

uruy

）
は
『
ロ
ー
マ
史
』
第
五
巻
四
九
六
頁
で
、
中
央
行
政
当

局
の
事
務
局
が
地
方
総
督
の
事
務
局
の
組
織
と
類
似
の
組
織
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
彼
ら
は
無
能
な
ト
ッ
プ
の
も
と
で
も
い
つ
も
の
仕
事
を
続
け
て
い
た
。
従
っ
て
帝
国
の
悲
劇
は
属
州
に

お
い
て
は
気
付
か
れ
な
い
ま
ま
に
過
ぎ
て
い
っ
た
。
」 

 
陶
工
が
粘
土
を
形
づ
く
る
よ
う
に
社
会
を
形
づ
く
る
立
法
者
、
と
い
う
考
え
方
は
き
わ
め
て
旧
い
も
の

で
あ
っ
て
、
神
話
的
で
さ
え
あ
る
。
政
府
は
そ
れ
が
支
配
す
る
社
会
と
は
絶
対
的
に
異
な
る
な
に
も
の
か

で
あ
る
と
考
え
る
人
々
、
も
っ
と
悪
い
こ
と
に
は
、
国
家
．
．
と
名
付
け
ら
れ
た
あ
る
種
の
抽
象
的
実
体
は
具

体
的
社
会
か
ら
独
立
し
た
一
存
在
で
あ
り
、
人
間
の
偏
見
、
無
知
、
悪
徳
を
免
れ
て
い
る
と
信
ず
る
人
々
、

こ
の
よ
う
な
人
々
は
い
つ
の
時
代
に
も
い
た
。
倫
理
的
国
家l’E

tat éthique

の
崇
拝
者
は
、
彼
ら
の
偶
像

た
る
国
家
が
人
間
社
会
を
つ
く
り
出
し
加
工
し
発
展
さ
せ
、
社
会
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
美
徳
を
付
与
し
た

の
だ
と
考
え
る
と
き
、
全
く
の
白
昼
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
も
し
こ
の
倫
理
的
国
家
と

い
う
言
葉
が
彼
ら
の
想
像
の
な
か
に
だ
け
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
形
而
上
学
的
実
体
を
意
味
す
る
だ
け

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
ら
が
望
む
と
こ
ろ
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
美
点
を
与
え
て
も
自
由
な

の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
何
か
現
実
的
も
の
、
例
え
ば
公
権
力
の
総
体
を
意
味
さ
せ
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
人
は
、
上
等
の
特
性
あ
る
い
は
劣
等
な
特
性
の
双
方
に
関
与
す
る
一
機

構
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
強
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
集
合
体
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
る
。 

（
２
） Le Cod. G

reg. XIV, ad. Leg., Jul. de adulteriis 

は
我
々
に
、
厳
格
か
つ
潔
癖
な
道
徳
に
つ
い
て
の
カ
ラ
カ

ラ
の
法
典
を
残
し
て
い
る
。H

abebunt autem
 ante oculos hoc inquirere, an, cum

 tu pudice viveres, 
illi quoque bonos m

ores colendi auctor fuisti: periniquum
 enim

 m
ihi videtur esse, ut 

pudicitiam
 vir ab uxore exigat, quam

 ipse non exhibet.

。 

■H
ist. Aug.

が
述
べ
て
い
る
の
は
こ
の
王

子
の
こ
と
で
あ
る
（fuit m

ale m
oratus.

）
■
。
そ
し
て
彼
の
息
子
と
そ
の
義
理
の
母
と
の
結
婚
に
関
し
て
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。nuptiasque eas celebravit quas si sciret se leges dare, vere solus prohibere 

（
１
） D

io C
as., LXXV

I, 13:…

■
ギ
リ
シ
ア
語
２
行 p.83 
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debuisset. 
  

他
方
、
非
常
に
善
良
な
意
志
を
も
っ
た
君
主
た
ち
は
全
く
な
に
も
手
に
入
れ
ず
、
倫
理
的
な
構
想
を
実

現
し
た
い
と
い
う
自
ら
の
願
望
の
犠
牲
と
な
っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
さ
え
し
た
。Pertinax

は
、
自
ら
犠

牲
と
な
っ
て
、
国
家
の
首
長
た
る
者
は
あ
ま
り
に
廉
潔
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
し
、
あ
ま
り
に
倹
約
で
あ

っ
て
も
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
た
。
こ
れ
は
社
会
主
義
の
指
導
者
た
ち
が
そ
の
勝
利
の
日
に
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
支
持
者
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
つ
い
て
の
立
派
な
注
釈
と
は
別
の
も
の

を
欲
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
は
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
、
と
り
わ
け
サ
ー
カ
ス
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
１
）

。 
 

（
１
） 

フ
ラ
ン
ス
、
リ
ー
ル
で
は
市
の
権
力
は
社
会
主
義
者
が
握
っ
て
い
る
。
こ
の
社
会
主
義
者
た
ち
は
劇
場
に
対
し
て
大

金
を
助
成
し
て
い
る
が
、
各
興
業
ご
と
に
民
衆
の
た
め
の
無
料
の
四
百
席
を
設
け
る
こ
と
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い

る
。
納
税
者
の
負
担
で
見
せ
物
を
見
物
し
た
い
人
は
市
の
職
員
が
管
理
す
る
帳
簿
に
自
分
の
名
前
を
書
き
、
順
番
の

番
号
を
受
け
と
る
。
一
か
ら
四
〇
〇
の
番
号
を
持
っ
て
い
る
人
々
は

初
の
演
目
を
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
、
四
〇

一
か
ら
八
〇
〇
の
番
号
を
も
っ
て
い
る
人
々
は
第
二
の
演
目
を
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
…
以
下
同
様
、
と
い
っ

た
形
で
あ
る
。

初
の
年
に
は
三
六
〇
〇
名
の
記
載
が
あ
り
、
第
二
年
目
に
は
一
二
〇
〇
〇
名
の
記
載
が
あ
り
、
三

年
目
に
は
一
五
〇
〇
〇
名
の
記
載
が
あ
っ
た
。
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
党
当
選
者
国
民
連
合
月
報
、
第
一
集
、
一
八
九
九
・

十
二
・
一
、Bulletin m

ensuel de la Fédération nationale des élus du parti ouvrier français

― 
1

er 
decem

b. 1899

）
。
他
の
都
市
も
リ
ー
ル
を
模
倣
し
て
い
る
。
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
は
、
市
庁
劇
場
の
管
理
部
局
は
一
九

〇
一
年
に
始
ま
る
三
年
期
の
間
、
各
演
目
ご
と
に
五
〇
枚
の
入
場
券
を
社
会
主
義
の
市
当
局
に
預
け
る
こ
と
を
約
束

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

「
美
へ
の
権
利
」
と
い
う
一
般
理
論
さ
え
つ
く
り
出
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
い
つ
の
日
か
我
々
は
人
民
の
代
表
が
そ
れ

に
進
物congiarium

を
授
与
す
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
贈
り
物
の
記
念
の
た
め
に
メ
ダ
ル
が
つ

く
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

  

バ
ッ
ク
ル
（B

uckle

）
が
叙
述
し
て
い
る
、
イ
ス
パ
ニ
ア
に
お
け
る
シ
ャ
ル
ル
三
世
の
改
革
の
試
み
の

不
成
功
の
歴
史
は
典
型
的
で
あ
る
。
「
こ
の
君
主
は
―
と
バ
ッ
ク
ル
は
言
う
―
絶
大
な
精
力
を
も
っ
た
男

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
イ
ス
パ
ニ
ア
生
れ
で
は
あ
っ
た
が
そ
の
国
民
の
感
情
を
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
…

そ
の
臣
下
た
ち
と
比
較
し
て
彼
は
た
し
か
に
ず
ば
抜
け
て
見
識
が
高
か
っ
た
。
彼
は
粘
り
強
く
自
ら
の
政

策
を
続
行
し
、
そ
し
て
彼
の
大
臣
た
ち
は
彼
と
同
じ
く
広
く
世
間
で
認
め
ら
れ
た
有
能
な
人
士
で
あ
っ
た

の
で
、
彼
ら
は
そ
の
計
画
の
大
部
分
を
、
然
る
べ
き
妨
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
行
に
移
す
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
っ
た
。
…
し
か
し
、
他
の
類
似
の
場
合
と
同
様
こ
の
場
合
に
も
、
彼
ら
は
民
衆
が
愛
し
て
や

ま
な
い
悪
習
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
悪
習
が
ひ
き
起
こ
す
病
気
を
進
行
さ
せ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
法
律
に
よ
っ
て
考
え
方
を
変
え
よ
う
と
す
る
の
は
徒
労
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
失
敗
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
見
解
を
こ
れ
ま
で
に
な
く
強
化
す
る
、
あ
る
反
作
用
の
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
（
イ

ス
パ
ニ
ア
に
お
け
る
）
反
作
用
は
沈
黙
の
う
ち
に
準
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
世
紀
の
末
に
な
っ
て
表
に
現
れ

た
。
…
五
年
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に
全
て
が
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
教
会
は
そ
の
権
威

ア
ン
ピ
ー
ル

を
回
復
し
た
。
討
論
の

自
由
は
全
く
廃
止
さ
れ
た
。
十
七
世
紀
以
来
人
々
が
も
は
や
話
題
に
し
よ
う
と
も
し
な
く
な
っ
て
い
た
旧

い
専
断
的
な
原
理
が
蘇
っ
た
。
…
宗
教
裁
判
が
突
如
目
を
覚
ま
し
、
そ
の
敵
た
ち
を
ふ
る
え
あ
が
ら
せ
る

ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
し
た
。
」 

絶
対
主
義
的
体
制
が
失
敗
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
以
上
に
は
る
か
に
群
衆
の
意
見
や
偏
見
に
依
存
し
て
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し
か
し
王
政
復
古
に
つ
づ
く
い
く
つ
か
の
政
体
が
職
員
の
数
を
ま
さ
し
く
減
少
さ
せ
た
と
は
、
少
な
く

と
も
統
計
を
信
ず
る
限
り
は
思
わ
れ
な
い
（
１
）

。 

 
 

 

王
政
復
古
政
府
は
あ
ま
り
に
多
く
の
ポ
ス
ト
を
配
分
し
た
と
し
て
強
く
非
難
さ
れ
た
。
ポ
ー
ル
・
ル
イ
・

ク
リ
エ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
国
民
議
会
議
員
を
気
持
ち
よ
く
か
ら
か
い
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
シ
ャ
ン
ソ
ン

で
皮
肉
っ
た
。 

い
る
民
主
体
制
が
成
功
し
う
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
は
、
た
と
え
そ
れ
が

思
う
が
ま
ま
に
命
令
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
、
か
な
り
し
ば
し
ば
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
改
革
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
個
々
人
の
特
徴
を
考
慮
に

入
れ
な
け
れ
ば
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
命
題
を
述
べ
る
こ
と
は
平
板
に
見
え
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
場
合
人
々
は
政
治
的
論
議
に
お
い
て
い
と
も
簡
単
に
こ
の
こ
と
を
忘

れ
る
の
で
あ
る
。 

 

政
府
は
あ
ら
ゆ
る
生
物

せ
い
ぶ
つ

有
機
体

オ
ル
ガ
ニ
ス
ム

と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
力
の
維
持
と
他
の
有
機
体
か
ら
の
侵
襲
の
排

斥
を
第
一
の
関
心
事
と
し
て
持
っ
て
い
る
し
、
ま
た
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
己
保
存
へ
の
傾
向

を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
な
く
し
て
は
ま
も
な
く
衰
弱
し
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

も
し
政
府
と
い
う
有
機
体

オ
ル
ガ
ニ
ス
ム

が
完
璧
な
存
在
か
ら
な
る
一
国
民
の
な
か
で
成
育
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

も

誠
実
で

も
道
徳
的
な
手
段
こ
そ
が
自
ら
を
維
持
し
繁
栄
す
る
た
め
に
採
用
さ
る
べ
き

も
効
果
的
な
手

段
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
な
か
で
、
す
な
わ
ち
完
璧
な
ら
ざ
る
存
在
の
な
か
で
、

成
育
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
存
在
に
適
合
し
た
手
段
、
必
然
的
に
善
と
悪
と
の
混
合
と
な
る

手
段
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
有
機
体
は
主
と
し
て
孤
立
し
た
個
々
人
と
関
係
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
「
群
衆
」
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）

。
と
こ

ろ
で
群
衆
心
理
学
に
関
す
る

近
の
研
究
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
群
衆
な
る

も
の
は
多
く
の
点
で
、
そ
れ
を
形
成
す
る
個
々
人
の
性
質
よ
り
も
劣
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
群
衆
」
の
性
質
が
変
化
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
国
で
受
け
継
が
れ

る
政
府
は
そ
れ
が
い
か
な
る
形
の
も
の
で
あ
れ
、
存
続
し
繁
栄
す
る
た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
手
段
に
訴

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
検
討
す
れ
ば
こ
の
こ
と

を
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
員
は
一
人
な
ら
ず
、
そ
の
生
活
習
慣
を
あ
ま
り
変
え
る
こ
と

も
な
し
に
、
帝
政
に
奉
ず
る
こ
と
も
王
政
復
古
に
奉
ず
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
し
フ
ラ
ン
ス
で

社
会
主
義
が
勝
利
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
急
進
派
は
一
人
な
ら
ず
、
何
ら
背
教
的
要
素
な
し
に
新
し
い
体

制
に
献
身
し
、
い
つ
か
彼
が
独
裁
専
制
君
主
に
仕
え
る
日
を
待
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
■B

areres

■
の
種
族

が
消
滅
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
何
も
な
い
。 

（
１
）「
群
衆
」
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
見
よ
。S. Sighele, La foule crim

inelle. S. Sighele, Psychologie des 

sectes , G
. Le Bon, Psychologie des foules. 

  

 

…
… 

と
う
と
う
や
っ
た
ぞ 

三
人
の
息
子
も
職
を
得
た 

兄
弟
を
二
人
就
職
さ
せ
た
し 
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有
権
者
に
対
す
る
買
収
行
為
は
選
挙
そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
旧
い
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
人
は
イ
ギ

リ
ス
の
貴
族
階
級
は
選
挙
者
を
買
収
す
る
と
い
う
こ
と
で
強
く
非
難
し
た
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
そ
の

他
に
お
け
る
近
代
民
主
主
義
は
そ
れ
を
差
し
控
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
貴
族
は
、
常
に
で
は
な
い
が
少

な
く
と
も
何
回
か
は
、
自
分
自
身
の
金
を
使
っ
て
い
た
。
そ
し
て
煽
動
政
治
家
は
と
も
す
れ
ば
他
人
の
金

を
使
い
が
ち
で
あ
る
。
選
挙
者
に
各
種
の
税
金
に
よ
る
収
入
を
分
配
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
同

じ
現
象
は
既
に
ア
テ
ネ
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
第
一
執
政
官
ペ
リ
ク
レ
ス
は
―
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
言
う
―C

im
on

の
富
の
影
響
力
を
弱
め
る
た
め
に
裁
判
官
た
ち
に
給
与
を
支
給
し
た
。C

im
on

は
王
侯
の
如
き
財
産
を
持
ち
、
ま
ず
は
恒
例
の
礼
拝
式
を
壮
麗
に
取
り
行
な
い
、
次
に
は
自
ら
の
費
用
で

■
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（A

ustriche

）
■
に
つ
い
て
は
、Statistische M

onatschrift 

に
次
の
数
字
が
見
ら
れ

る
。 

                             

（
１
） 

年 職員数 給与総額 
(100万フラン)

平均給与

(フラン) 

１８４６ 188000 ２４５ 1300 

１８５８ 217000 ２６０ 1350 

１８７３ 285000 ３４０ 1400 

１８８６ 350000 ４８４ 1450 

１８９６ 416000 ６２７ 1490 

 １８９１ １９００

行政職員 35903 65415 

職員数の増加（％）  82,20 

給与の増加（％）  102,50 

52



自
分
の
行
政
区
デ
モ
ス
の
多
数
の
住
民
に
生
活
の
資
を
供
し
た
。
…
ペ
リ
ク
レ
ス
は
自
分
の
財
産
で
は
こ

う
し
た
費
用
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
自
身
の
財
を
与
え
る
代
り
に
、
市
民
に
対
し
て
市
民
自

身
の
金
を
与
え
、
裁
判
官
の
給
与
制
度
を
設
立
し
た
（
１
）

。
」
ロ
ー
マ
に
お
け
る
有
権
者
買
収
と
い
う
非
常
に

よ
く
知
ら
れ
た
事
実
は
思
い
出
す
に
及
ば
な
い
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
選
挙
と
共
に
自
然
に
終
焉

し
、
民
衆
に
対
す
る
進
物congiarium

（
２
）

及
び
兵
士
に
対
す
る
献
金donativum

に
よ
っ
て
と
っ
て
代

ら
れ
た
。
し
か
し
属
州
に
お
い
て
は
、
選
挙
し
た
が
っ
て
候
補
者
の
贈
り
物
は
帝
政
時
代
に
も
続
い
て
い

た
。
権
力
の
代
わ
り
と
し
て
は
、
人
は
民
衆
か
ら
、
あ
る
い
は
職
人
の
単
な
る
同
業
者
団
体
か
ら
外
観
だ

け
の
実
体
の
な
い
肩
書
き
を
買
い
取
っ
た
。
ポ
ン
ペ
イ
で
候
補
者
を
推
薦
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
同
業

者
団
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
字
が
発
見
さ
れ
た
が
（
３
）

、
こ
の
推
薦
文
は
無
料
で
は
な
か
っ
た
と
信
じ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
我
々
は
、
同
業
者
団
体
か
ら
称
讃
さ
れ
る
市
民
の
気
前
の
良
さ
を
我
々
に

認
識
さ
せ
る
書
き
物
を
多
数
有
し
て
い
る
（
４
）

。
今
日
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
国
々
で
は
選
挙
者
は
候
補
者
の

費
用
で
飲
み
食
い
す
る
。
こ
れ
は
ず
っ
と
昔
か
ら
の
習
わ
し
で
あ
る
。
「
市
民
よ
―
と
、
あ
る
書
き
物
に
は

あ
る
―
甘
い
ぶ
ど
う
酒
と
菓
子
は
い
か
が
か
。
六
時
ま
で
な
ら
ば
ふ
る
ま
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
遅
れ
た

り
、
ま
た
こ
の
こ
と
を
無
視
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
は
汝
自
身
の
み
を
責
め
る
が
よ
い
」
（O

relli, 
7083

）
。
た
と
え
新
し
い
経
済
体
制
が
現
在
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
と
し
て
も
、
こ

れ
ほ
ど
尊
敬
す
べ
き
習
わ
し
が
終
焉
す
る
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
急

進
派
が
選
挙
費
用
削
減
の
要
求
を
差
し
控
え
て
い
る
。
彼
ら
が
要
求
し
て
い
る
の
は
た
だ
、
候
補
者
の
負

担
の
代
り
に
国
家
に
よ
る
支
給
で
あ
る
。
か
く
し
て
進
歩
の
法
則
が
こ
う
し
た
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。

進
歩
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
方
式
がC

im
on

の
そ
れ
に
到
る
所
で
と
っ
て
代
る
傾
向
に
あ
る

こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
は
善
良
な
民
（bon D

ém
os

）
の
好
意
を
得
る
た
め
に
お
互
い
に
し

の
ぎ
を
削
る
政
治
家
た
ち
を
見
事
な
腕
前
で
描
い
た
（
５
）

。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
な
に
か
民
主
体
制
に
反

対
す
る
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
国
王
の
追
従
者
た
ち
は
も
っ
と
悪
い
こ

と
を
や
っ
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
本
性
が
変
化
し
な
い
限
り
は
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
、

権
力
を
自
由
に
し
て
い
る
人
物
た
ち
の
好
意
を
得
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
）
ギ
リ
シ
ア
語
一
行 

p.88 

（
４
） 

後
の
一
時
期
に
つ
い
てH
uelsen

が
、
書
き
残
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
配
分
に
し
た
が
っ
て
表

を
作
成
し
た
。
こ
の
配
分
は
漁
師
及
び
潜
水
夫
の
団
体
に
向
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
師
た
ち
は
多
分
オ

ス
テ
ィ
エ
あ
る
い
は
ポ
ル
ト
ゥ
ス
に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
総
額
は
デ
ナ
リ
ウ
ス
銀
貨
で
示
さ
れ
て
い
る
。
額

は
受
け
取
る
人
物
の
身
分
に
従
っ
て
変
わ
っ
て
い
る
。 

（
３
） 

例
え
ば
、C

. l. L., IV, 97: C(aium
) Cuspium

 Pansam
 aed(dem

) m
uliones universi. Ibidem

, 113 : 

C(aium
) Julium

 Polybium
 II vir(um

) m
uliones rog(ant). Ibidem

, 180: M
(arcum

) Enium
 

Sabinum
 aed(ilem

) pom
ari ro(gant). E

tc. 

（
２
） 

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
ま
っ
た
く
強
力
で
は
あ
っ
た
が
、
「
選
挙
の
日
に
は
、
自
ら
も
所
属
し
て
い
た
フ
ァ
ビ
ア
族
お

よ
び
ス
カ
プ
テ
ィ
ア
族
に
対
し
て
、
一
人
あ
た
り
一
〇
〇
〇
セ
ス
テ
ル
シ
ス
（
ロ
ー
マ
の
銀
貨
）
を
与
え
た
。
彼
ら

が
候
補
者
に
何
も
要
求
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
」Suet., Aug.,40. 
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（
Ⅵ
）
不
明 

 
 
 

（
Ⅴ
）
ア
ナ
エ
ウ
ス 

 
 
 
 

（
Ⅳ
）
セ
プ
テ
ィ
ミ
ヌ
ス 

 
 
 
 

（
Ⅲ
）
フ
ロ
リ
ヌ
ス 

 
 
 
 

（
Ⅱ
）
マ
ク
シ
ム
ス 

 
 
 
 

（
Ⅰ
）
ア
マ
ン
ド
ウ
ス 

 

 

フ
ラ
ン
ス
で
一
八
九
七
年
の
選
挙
に
備
え
て
政
府
は
地
租
を
二
六
〇
〇
万
フ
ラ
ン
軽
減
す
る
ボ
ズ
リ
ア

ン
（B

ozerian

）
の
税
制
改
正
案
を
可
決
さ
せ
た
。
こ
の
額
に
つ
い
て
は
も
っ
と
増
や
す
こ
と
が
で
き
た

は
ず
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
レ
ー
ス
氏
は
一
八
九
七
年
九
月
九
日
の
雑
誌La D

épéche(

『
至
急
便
』)

で
農
民

に
向
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
彼
ら
（
農
民
）
は
い
ま
や
指
導
者
た
ち
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
、
痛
め
つ
け

ら
れ
て
い
る
耕
作
者
た
ち
の
苦
痛
を
軽
減
さ
せ
た
で
も
あ
ろ
う
大
き
な
税
制
改
革
を
全
て
挫
折
せ
し
め
た

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
特
権
者
た
ち
が
農
民
に
対
し
て
六
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の

コ
ン
ヴ
ェ
ル
シ
オ
ン

債
務
転
換
を
拒
否

し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
特
権
者
た
ち
が
所
得
に
対
す
る
一
般
税
と
累
進
税
、
そ
し
て
地
代
に

対
す
る
課
税
―
こ
れ
ら
も
耕
地
を
押
し
つ
ぶ
す
よ
う
な
重
荷
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
―
を

拒
否
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
…
鉄
道
会
社
に
は
セ
ン
タ
ー
へ
の
補
給
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
フ

ラ
ン
ス
の
小
麦
は
無
料
で
輸
送
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
こ
れ
は
既
に
し
て
一
個
の
肉
入
り

 
 
 

（
人
名
） 

 

（
５
） 

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
（A

ristoph.

）, Equit. 

ク
レ
オ
ン(C

léon)

と
豚
肉
屋
が
人
民
の
好
意
を
奪
い
合
っ
て
い
る

場
面
全
体
を
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
（
一
一
九
〇
）
。
「
ク
レ
オ
ン
―
わ
し
の
こ
の
肉
入
り
の
菓
子
を
一

つ
受
け
取
れ
。
―
豚
肉
屋
―
わ
し
の
菓
子
を
全
部
受
け
取
れ
。
―
ク
レ
オ
ン
―
お
前
に
は
彼
ら
に
与
え
る
野
兎
の
シ

チ
ュ
ー
は
な
い
だ
ろ
う
。
―
豚
肉
屋
―
し
ま
っ
た
！
野
兎
の
シ
チ
ュ
ー
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
！
」
等
。
そ
の
後
の
野

兎
シ
チ
ュ
ー
の
効
果
を
繰
り
返
そ
う
と
し
た
政
治
家
が
一
人
な
ら
ず
い
た
。 

                 

配分された人物の肩書き 贈与者 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

平民保護貴族及び 
三人組終身委員 ２６ ２６ １６ ５０ ― 100?

長官 １６ １６ １６ ２６ ２５ １２ 
管財人 １２ １２ １２ １６ １５ ― 

十人組組長 ― ― ― ― ― ４ 
平民 ８ ８ ８ １２ １０ ― 
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現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
完
全
な
経
済
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
統
治
さ
れ
た
国
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
こ
と
の
主
た
る
原
因
は
、
経
済
的
自
由
が
そ
の
支
持
者
に
い
か
な
る
特
権
も
約
束
せ
ず
、
ま
た
、
不

正
利
得
の
魅
力
に
よ
っ
て
彼
ら
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
に
対
し
て

大
多
数
の
た
め
の
正
義
と
幸
福
を
提
供
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
余
り
に
少
な
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
経
済
的
自
由
な
る
も
の
は
現
実
外
の
も
の
と
な
る
。
特
権
な
る
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
大
衆
に

は
一
〇
〇
フ
ラ
ン
を
費
や
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
特
権
者
に
は
五
〇
フ
ラ
ン
―
残
り
は
雑
費
に
消
え
る
―
を
も

た
ら
す
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
般
に
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
衆
は
自
分
た
ち
が

奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
理
解
せ
ず
、
他
方
特
権
者
は
彼
ら
が
享
受
す
る
利
益
を
完
全
に
理
解
す

 

昔
ナ
ポ
リ
の
ブ
ル
ボ
ン
政
府
は
■C

am
orra

■
汚
職
と
妥
協
す
る
と
い
う
こ
と
で
非
難
さ
れ
た
。

近

の
あ
る
訴
訟
は
（
１
）

、
イ
タ
リ
ア
政
府
は
選
挙
の
時
期
に
マ
フ
ィ
ア
の
支
持
を
受
け
る
の
を
嫌
が
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
た
。
現
在
の
政
体
に
続
く
で
あ
ろ
う
新
し
い
政
体
も
同
じ
よ
う
な
支
持
を
当
て
に
す
る
か

ど
う
か
を
見
る
こ
と
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
過
去
の
経
験
に
よ
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
肯
定
が

予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

菓
子
で
あ
る
が
、
次
の
は
野
兎
の
シ
チ
ュ
ー
で
あ
る
。Joural des D

ébats 

の
あ
る
論
説
記
事
は
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。
「
少
な
く
と
も
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
ち

更
地
に
対
す
る
地
租
の
四
分
の
一
が
農
民

か
ら
免
除
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
で
二
五
〇
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
二
六
〇
〇
万
フ
ラ
ン
に
な
る
。
既

に
一
八
七
一
年
に
地
租
は
一
五
二
五
フ
ラ
ン
軽
減
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
で
四
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
以
上
の
軽

減
に
な
る
。
こ
の
う
え
ま
だ
七
六
〇
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
七
七
〇
〇
万
フ
ラ
ン
残
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も

し
彼
ら
が
軽
減
を
切
実
に
願
い
、
三
％
の
債
務
転
換
を
決
心
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
残
り
の
部
分
を
取
り
壊

す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。」
こ
の
よ
う
な
提
案
が
き
わ
め
て
大
真
面
目
に
経
済
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
債
務
転
換
は
（
も
し
そ
れ
が
成
功
し
た
と
し
て
も
）
五
五
〇
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
五
六
〇

〇
万
フ
ラ
ン
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
農
民
の
税
を
廃
止
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
「
償

還
を
犠
牲
に
し
て
」
不
足
分
の
二
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
を
ま
か
な
う
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
目
的

は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
か
く
し
て
政
府
は
自
ら
の
権
限
と
し
て
、
そ
し
て
選
挙
に
先
立
っ
て
、
断
固

た
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
」 

（
１
） 

ノ
タ
ル
バ
ル
ト
ー
ロ
の
訴
訟
。
シ
シ
リ
ー
の
元
王
立
警
察
署
長
で
あ
っ
た
軍
事
大
臣
は
、
ミ
ラ
ノ
の
裁
判
所
で
証
言

す
る
に
際
し
て
、
一
人
の
身
代
わ
り
を
立
て
て
い
た
。
そ
の
人
物
は
パ
レ
ル
モ
の
主
席
検
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
軍
事
大
臣
は
彼
が
す
で
に
死
去
し
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
が
マ
フ
ィ
ア
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て

弱
か
っ
た
と
非
難
し
た
。
し
か
し
こ
の
法
官
は
ま
だ
生
き
て
い
た
。
彼
は
、
こ
の
警
察
署
長
が
、
殺
人
、
盗
み
及
び

文
書
偽
造
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
あ
る
人
物
を
釈
放
す
る
よ
う
に
と
こ
の
法
官
に
依
頼
し
て
い
る
手
紙
を
公
表
し
て

反
撃
し
た
。
こ
の
手
紙
に
は
選
挙
の
た
め
の
目
的
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
。
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。
■N

on è per m
e che chiedo chè io non chiedo e non chiederò m

ai nulla, m
a pel partito. 

Bisogna assolutam
ente che D

am
iani sorta vittorioso dulla lotta, perchè D

am
iani è Crispi. 

（
私

は
決
し
て
私
自
身
の
た
め
に
お
願
い
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
党
の
た
め
で
す
。
ダ
ミ
ア
ー
ニ
の
勝
利
が
絶
対
に

必
要
で
す
。
ダ
ミ
ア
ー
ニ
は
ク
リ
ス
ピ
派
で
す
か
ら
。
（p.91

）
）
■
主
席
検
事
は
被
告
の
釈
放
を
拒
否
し
た
。
手
紙

が
公
表
さ
れ
た
後
、
軍
事
大
臣
は
、
従
来
か
ら
の
し
き
た
り
に
従
う
と
い
う
過
ち
を
犯
し
た
だ
け
な
の
で
あ
っ
た
が
、

辞
表
を
提
出
し
た
。 
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例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
公
権
力
が
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
対
す
る
闘
争
を
企
だ
て
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ

で
は
こ
れ
が
よ
い
か
悪
い
か
は
論
じ
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
こ
の
方
向
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
が
害
悪
の
も
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
国
民
を
救
い
出
す
こ
と
が
彼
ら
の
義
務
と
信

じ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
本
当
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
幸
な
こ
と
に
彼
ら
は
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、

り
ん
ご
酒
の
生
産
者
を
大
事
に
扱
う
必
要
性
に
よ
っ
て
■
停
止
■
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
生
産
者
も
選

挙
人
で
あ
り
、
多
数
で
あ
り
、
そ
し
て
公
権
力
は
彼
ら
の
票
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
し
た
場
合
、

も
権

威
あ
る
人
々
の
意
見
に
反
し
て
（
１
）

、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
り
ん
ご
酒
は
ど
れ
だ
け
飲
ん
で
も
全
く
害
は
な

い
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
表
面
上
は
健
康
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
実
際
に
は
売
る
た
め
の

 

政
府
は
ど
こ
か
に
支
点
、
拠
点
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
軍
事
力
で
あ
る
な
ら
ば
、

軍
人
に
特
権
的
地
位
を
与
え
、
彼
ら
を
超
法
的
な
存
在
と
し
、
国
の
金
を
彼
ら
に
分
配
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
寡
占
支
配
者
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
特
権
を

与
え
る
こ
と
、
大
衆
に
負
担
を
か
け
る
税
金
や
給
付
と
い
う
直
接
的
な
形
で
あ
れ
、
専
売
権
や
保
護
関
税

と
い
う
間
接
的
な
形
で
あ
れ
、
彼
ら
を
金
持
ち
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
も
し
そ
れ
が
民
衆
に
依
拠

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
た
め
に
富
者
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
富
者
は
ア
テ
ネ
で
は

訴
訟
や
、
富
者
の
奉
仕
義
務
に
よ
っ
て
没
落
さ
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
重
税
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
。

そ
し
て
既
に
し
て
進
化
は
裁
判
で
、
あ
る
種
の
人
々
の
た
め
に
新
し
く
特
権
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
常
に
経
営
者
に
非
が
あ
る
と
す
る
指
定
委
任
と
と
も
に
選
出
さ
れ
た
労
働
審
判
所
判
事
が

存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
実
に
し
ば
し
ば
裕
福
な
人
物
は
、
た
だ

彼
が
裕
福
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
た
と
え
そ
の
他
の
点
で
は
正
し
く
と
も
、
有
罪
を
宣
告
さ
れ

る
。
政
体
の
変
化
は
特
権
者
の
変
化
を
も
た
ら
し
は
す
る
が
、
特
権
そ
の
も
の
を
な
く
し
は
し
な
い
。
も

っ
ぱ
ら
正
義
と
道
理
と
を
実
現
す
る
組
織
と
い
う
の
は
、
肉
体
な
き
精
神
と
い
っ
た
も
の
と
同
じ
く
全
く

観
念
的
な
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
実
の
組
織
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
小
さ
な
国
に
お
い
て
は
例

外
が
あ
り
う
る
が
、
一
般
に
は
組
織
の
指
導
者
は
、
彼
ら
を
し
ば
し
ば
鼓
舞
す
る
す
ば
ら
し
い
意
図
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
正
義
と
か
道
理
に
意
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
可
能
な
限
り
に
お
い
て
で
あ

り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
利
益
や
そ
の
支
持
者
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。 

 

人
々
は
社
会
の
中
で
単
純
に
並
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
社
会
の
諸
部
分
の
う
ち
の
一
つ

が
も
つ
重
要
性
と
力
は
、
そ
の
部
分
の
人
数
に
比
例
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
皇
帝
親
衛
隊
員
は
ロ
ー

マ
帝
国
の
な
か
で
ほ
ん
の
僅
か
な
少
数
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
権
力
を
持
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン

ス
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
パ
リ
民
衆
に
よ
る
革
命
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
田
舎
の
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
活

動
的
で
進
取
の
気
性
に
富
ん
で
い
る
都
市
労
働
者
は
立
法
者
の
注
意
を
独
占
し
て
い
る
。
普
通
選
挙
権
は

あ
る
種
の
同
質
性
を
回
復
さ
せ
る
に
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
新
し
い
分
化

を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
象
は
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
少
数
の
政
治
家
た
ち
が
権
力
を
共
有
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
は
タ
マ
ニ
ー
・
ホ
ー
ル
の

政
治
家
を
決
定
的
に
追
い
払
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
追
い
出
さ
れ
て
も
す
ぐ
権
力
に
復
帰
す
る
（
１
）

。 

る
か
ら
で
あ
る
。 

（
１
） 

政
治
家
の
汚
職
は
莫
大
な
規
模
に
達
し
て
い
る
。
一
九
〇
〇
年
三
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
は
賭
博
場
は
保
護
し
て
も
ら
う
た
め
に
警
察
に
対
し
て
年
間
一
五
四
五
万
フ
ラ
ン
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
を

公
に
し
た
。
他
の
施
設
も
同
じ
よ
う
に
搾
り
取
ら
れ
て
い
る
。 
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ア
ル
コ
ー
ル
は
毒
で
あ
る
と
言
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
よ
く
注
意
さ
れ
た
い
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
全
面

的
に
有
毒
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
健
康
に
有
害
で
は
な
い
特
性
、
少
な
く
と
も
法
律
が
有
害
と
は
見
な

 

結
局
一
言
で
言
え
ば
、
ど
ん
な
困
難
な
事
態
も
否
定
さ
れ
得
る
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
や
む
を
得
な

け
れ
ば
、
ワ
イ
ン
・
ビ
ー
ル
・
り
ん
ご
酒
を
「
健
康
的
な
」
飲
み
物
と
す
る
命
題
を
押
し
通
す
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
も
っ
と
よ
い
こ
と
が
あ
る
。 

ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
り
ん
ご
酒
を
も
っ
て
い
る
選
挙
人
を
有
利
に
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
法
律
が
つ
く
ら

れ
る
。
こ
の
法
律
の
お
か
げ
で
、
「
健
康
的
な
」
飲
み
も
の
、
す
な
わ
ち
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
、
り
ん
ご
酒
は

免
税
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
が
支
払
っ
て
い
た
税
金
は
他
の
税
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
水
だ
け
し
か
飲
ま
な
い
人
々
に
も
か
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て

例
え
ば
パ
リ
で
子
供
何
人
か
を
も
つ
父
親
が
い
る
と
せ
よ
。
家
族
は
水
し
か
の
ま
な
い
と
す
る
。
他
方
に
、

毎
日
酔
っ
て
い
る
独
身
者
あ
る
い
は
結
婚
し
て
は
い
る
が
子
供
の
い
な
い
男
が
い
る
と
せ
よ
。
政
治
家
諸

氏
の
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
蒸
留
酒
リ
キ
ュ
ー
ル
で
酔
う
こ
と
が
で
き
る
と
同
じ
よ
う
に
ワ
イ
ン
で

も
酔
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
大
酒
飲
み
が
大
い
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
パ
リ
市
は
、
「
健

康
的
な
」
飲
み
物
に
関
す
る
法
律
に
続
い
て
、
ワ
イ
ン
に
課
税
す
る
こ
と
を
や
め
、
そ
し
て
予
算
に
あ
い

た
穴
は
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
食
事
の
際
に
水
だ
け
を
飲
む
人
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
人
に
さ
ま

ざ
ま
の
税
金
を
か
け
る
。
そ
こ
で
、
倫
理
的
国
家
の
論
理
に
ほ
と
ほ
と
感
心
さ
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
酔

っ
ぱ
ら
う
ま
で
ワ
イ
ン
を
飲
む
独
身
者
に
少
な
く
支
払
わ
せ
る
分
を
、
家
族
を
養
う
た
め
に
ワ
イ
ン
を
断

っ
て
い
る
男
に
よ
り
多
く
支
払
わ
せ
て
埋
め
合
わ
せ
る
の
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
人
口
減
少
―
こ
れ
は

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
れ
を
誤
っ
て
信
じ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
―
に
対
し
て
闘
う
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
２
）

。 

（
２
） 

い
く
つ
か
の
都
市
の
予
算
が
こ
の
よ
う
な
改
正
を
認
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
予
算
も
赤
字
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
〇
一
年
一
〇
月
九
日
の
ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
・
デ
バ
（Journal des D

èbats

）
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
「
北
部
地
方
を
砂
糖
で
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
後
、
南
部
地
方
を
蒸
留
酒
リ
キ
ュ
ー
ル
で
満
足
さ

せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
に
は
不
幸
な
こ
と
に
、
予
算
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
特
殊
利

益
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
地
域
的
利
益
の
た
め
に
一
般
利
益
を
捨
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
」
読
者
は
も
し
か

す
る
と
こ
の
よ
う
な
引
用
を
不
必
要
と
判
断
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
読
者
は
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
を
、
ど
ん

な
新
聞
で
で
も
多
数
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
） 

我
々
が
全
見
解
を
共
に
す
る
に
は
程
遠
い
人
物
で
あ
る
が
、
Ｇ
・
ダ
ラ
ン
ベ
ル
グ
（G

. D
arem

berg

）
博
士
は
、

『
ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
・
デ
バ
（Journal des D

èbats

）
』
一
九
〇
一
年
九
月
五
日
号
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。
「
我
が
読
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
ワ
イ
ン
、
り
ん
ご
酒
、
ビ
ー
ル
と
い
っ
た
衛
生
的
飲
み
物
に
つ
い
て
語
る
こ

と
を
欲
す
る
。
私
と
し
て
は
読
者
た
ち
が
こ
の
衛
生
的
と
い
う
言
い
方
を
真
面
目
に
は
と
ら
な
い
よ
う
に
望
み
た

い
。
こ
う
し
た
言
い
方
は
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲
料
の
生
産
者
、
取
り
扱
い
商
人
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
ブ
ド
ウ
の
栽

培
者
や
そ
の
取
り
扱
い
商
人
に
よ
っ
て
、
た
と
え
命
の
水
は
危
険
な
毒
物
で
あ
る
と
し
て
も
ワ
イ
ン
は
有
益
で
不

可
欠
の
栄
養
物
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
…
我
々
の
経
験
は
ワ
イ
ン

に
つ
い
て
の
「
衛
生
的
飲
み
物
」
と
い
う
伝
説
を
決
定
的
に
打
ち
砕
い
た
と
私
は
考
え
る
。
」
同
じ
雑
誌
の
一
九
〇

一
年
八
月
二
九
日
号
で
も
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ブ
ド
ウ
産
地
の
選
挙
人
や
代
議
士
を
喜
ば
せ
る
た

め
に
軍
隊
で
ワ
イ
ン
を
配
給
す
る
こ
と
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
新
し
い
慣
行
は
、
ま
こ
と
に
困
っ
た
結
果
を
も
た

ら
す
で
あ
ろ
う
。
」 

  

57



 

も
う
少
し
高
い
知
的
水
準
の
と
こ
ろ
で
は
、
当
該
組
織
の
一
般
的
欠
陥
で
あ
る
も
の
を
特
に
あ
る
幾
人

か
の
人
物
の
責
任
に
帰
そ
う
と
す
る
説
明
の
試
み
が
見
ら
れ
る
。
人
々
は
公
権
力
を
非
難
し
、
自
分
た
ち

の
苦
し
み
の
全
て
に
つ
い
て
公
権
力
を
責
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ
り
、
不
当
で
も
あ
る
。

公
権
力
を
行
使
す
る
人
物
た
ち
は
大
抵
の
場
合
国
民
の
公
共
的
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に

善
を
尽
そ
う

と
試
み
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
敵
対
者
た
ち
が
想
像
す
る
よ
り
は
る
か
に
善
き
意
図
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
か
し
彼
ら
は
彼
ら
が
依
拠
し
て
い
る
私
的
利
害
を
考
慮
に
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

 

他
方
、
論
理
や
経
験
が
提
供
す
る
と
こ
ろ
の

も
明
瞭
な
証
拠
に
よ
っ
て
さ
え
動
揺
さ
せ
ら
れ
な
い
と

い
う
の
が
お
よ
そ
迷
信
な
る
も
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
一
特
徴
で
あ
る
。
極
端
で
し
か
も
非
常
に
驚
く
べ

き
事
情
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ボ
ル
ジ
ア
の
息
子
で
あ
っ
た
バ
レ
ン
タ

イ
ン
公
爵
は
、
反
逆
の
罪
で
ヴ
ィ
テ
ロ
ッ
ツ
ォ
を
捕
え
、
彼
を
絞
殺
さ
せ
た
。
ヴ
ィ
テ
ロ
ッ
ツ
ォ
は
死
ぬ

前
に
、
死
に
際
し
て
の
恩
恵
と
し
て
、
公
爵
に
対
し
て
、
自
分
が
犯
し
た
罪
の
全
贖
宥
を
与
え
る
こ
と
を

教
皇
に
嘆
願
し
て
ほ
し
い
と
要
求
し
た
（
１
）

。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
テ
ロ
ッ
ツ
ォ
は
誰
よ
り
も
よ
く
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ル
・
ボ
ル
ジ
ア
の
破
廉
恥
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
あ
ら
ゆ
る

罪
に
ま
み
れ
た
男
が
彼
の
た
め
に
天
国
の
門
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
少
し
も
例
外
的
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
り
、
普
通
の
こ

と
で
あ
る
（
１
）

。
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
を
見
な
い
で
い
る
た
め
に
は
故
意
に
か
た
く
目
を
閉
じ
て
い
る
必

要
が
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
事
実
の
認
識
が
倫
理
的
国
家
の
信
者
の
信
念
を
少
し
も
変
え

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。 

し
て
い
な
い
特
性
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
特
性
は
そ
の
化
学
的
構
成
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
も
っ

ぱ
ら
生
産
者
の
性
質
に
よ
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
特
性
は
ブ
ド
ウ
産
地
の
蒸
留
酒
製
造
に
由
来
す

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
か
な
る
政
府
も
敢
え
て
彼
ら
の
特
権
に
手
を
触
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら

は
あ
ら
ゆ
る
税
を
免
れ
て
ア
ル
コ
ー
ル
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ブ
ド
ウ
産
地
の
蒸
留
酒

製
造
業
者
に
由
来
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
他
の
品
質
の
ア
ル
コ
ー
ル
の
ど
れ
よ
り
も
健
康
に
と
っ
て
の
有

害
性
が
低
い
と
ま
じ
め
に
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
、
そ
も
そ
も
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
ブ

ド
ウ
産
地
の
蒸
留
酒
製
造
業
者
が
、
大
事
に
扱
う
必
要
の
あ
る
選
挙
人
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
の
特

権
は
ず
っ
と
以
前
に
消
滅
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
な
い
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
。 

（
１
）  M

achiavelli, D
escrizione del m

odo tenuto dal duca Val nello am
m

azzare Vitellozzo, ecc.: 

《perchè Vitelozzo pregò, che e’ si supplicasse al papa che gli desse dei suoi peccati indulgenza 
plenaria.

》
（
ヴ
ィ
テ
ロ
ッ
ツ
ォ
は
何
故
に
祈
っ
た
の
か
、
そ
の
罪
に
対
し
て
全
贖
宥
を
授
け
る
教
皇
に
対
し
て
何

故
か
ほ
ど
に
懇
願
し
た
の
か
。
） 

（
１
） 

一
九
〇
一
年
九
月
二
〇
日
のG

azette de Lausanne 
は
、
食
料
警
察
に
関
す
る
法
案
を
検
討
し
て
い
る
国
民
会

議
委
員
会
の
仕
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
「
各
都
市
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
小
さ
な
都
市
は
、
単

独
な
い
し
は
共
同
で
肉
類
監
督
官
を
指
名
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
肉
類
は
ご
く
僅
か
の
税
金
を
用
い
て
監
督

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
家
庭
内
で
の
屠
殺
は
公
式
の
監
督
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
公
式
の
監
督
が
望
ま

し
い
と
思
わ
れ
る
ふ
し
は
あ
る
の
で
あ
る
が
。
国
家
の
立
法
お
よ
び
監
督
の
欠
を
埋
め
る
仕
事
は
農
民
屠
殺
者
の
慎

重
さ
と
知
性
と
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
国
家
の
干
渉
は
よ
く
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」 
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そ
れ
ゆ
え
我
々
は
あ
る
組
織
に
つ
い
て
た
だ
そ
れ
に
長
所
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
賛
同
し
て
も
な

ら
な
い
し
、
た
だ
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
非
難
し
て
も
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
単
純
化
す

る
の
は
原
始
的
精
神
の
特
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
に
と
っ
て
は
中
間
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。

あ
る
組
織
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
い
ま
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
か
く
し

て
通
俗
劇
に
お
い
て
は
陰
影
が
情
景
描
写
に
欠
け
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
崇
高
に
も
誠
実
な
人
物
か

お
ぞ
ま
し
い
犯
罪
者
か
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
実
際
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
は
善
と
悪
の
混
合
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
比
較
す
る
た
め
に
は
困
難
で
し
ば
し
ば
非
常
に
複
雑
な
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
質
的
分
析
か
ら
量
的
分
析
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
も
一
般
に
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
た
と
え
す
べ
て
の
社
会
組
織
の
形
態
が
こ
の
よ
う
に
共
通
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
に
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
性
質
が
ど
の
よ
う
な
組
織
に
も
全
く
同
じ
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
全
て
人
間

は
あ
る
種
の
情
熱
に
と
ら
わ
れ
や
す
い
と
述
べ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
同
じ
よ
う
に
そ
れ
に
屈
服

す
る
、
と
言
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
差
異
は
主
と
し
て
量
的
で
あ
り
、
そ
し
て
例
え
ば
ト
ラ
ヤ
ヌ

ス
（Trajan

）
の
よ
う
な
人
物
が
兵
士
の
利
害
を
考
慮
す
べ
く
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
誰

も
そ
の
治
世
を
カ
ラ
カ
ラ
の
そ
れ
と
混
同
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
誇
張
さ
れ
た
悲
観
論
の
感
情

に
引
き
ず
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
が
欠
陥
な
い
し
は
悪
徳
を
も
使
う
と
い
う
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
組
織
を
ひ
と
ま
と
め
に
非
難
し
て
も
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
世
で
は
人
間
も
そ
の
組
織
も
完
璧

な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
ま
さ
に
こ
の
存
在
し
な
い
も
の
を
想
定
し
て
、
何
ら
か
の
体
系
を
強
く
勧
め
た
り
、

措
置
を
採
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
は
少
数
の
法

規
則
と
倫
理
規
則
の
適
用
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
形
で
あ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
提
供
し
う
る
の
は
そ
れ
を
別
の
シ
ス
テ
ム
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
る
相
対
的
判
断
の
み
で
あ
る
。
力

学
の
用
語
を
借
用
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
運
動
は
完
全
に
自
由

な
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
障
害
の
中
を
通
過
す
る
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

絶
対
的

大
限
を
決
定
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
障
害
や
拘
束
条
件
が
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ

ろ
の
相
対
的

大
限
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

人
々
が
法
律
及
び
国
家
の
援
助
を
用
い
て
階
級
闘
争
を
遂
行
す
る
こ
と
を
断
念
し
な
い
限
り
は
（
１
）

、
あ

る
種
の
市
民
た
ち
の
利
害
を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
が
そ
の
他
の
市
民
の
利
害
の
犠
牲
に
お
い
て
規
定
さ

れ
る
こ
と
が
必
然
的
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
法
律
は
、
国
家
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
る
に
つ
れ
て

一
層
多
数
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

で
あ
る
。
議
会
制
が
存
在
し
て
い
る
国
々
で
は
事
態
を
よ
り
明
瞭
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
閣
は
議
会

の
多
数
派
に
依
拠
し
て
お
り
、
多
数
派
は
選
挙
人
に
依
拠
し
て
い
る
。
大
臣
た
ち
が
議
会
の
票
に
つ
い
て

は
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
倫
理
的
抽
象
観
念
の
実
現
の
み
を
追
求
す
る
と
想
像
し
、
同
じ
よ
う
に
代
議
士
た

ち
も
再
選
に
つ
い
て
何
も
考
え
な
い
と
想
像
す
る
た
め
に
は
、
と
て
つ
も
な
く
す
ば
ら
し
い
お
目
出
度
さ

を
授
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
選
挙
人
た
ち
は
、
そ
の
私
的
利
害
の
み
を
考
え
て
い
る
時

で
も
、
公
共
の
利
益
に
の
み
専
念
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
欲
す
る
。
公
権
力
が
法
案
を
正
当
化

す
る
た
め
に
論
理
的
価
値
は
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
持
た
な
い
理
由
を
呈
示
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、

人
間
が
一
般
に
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
一
定
の
原
則
を
付
与
し
た
い
と
い
う
願
望
と
同
じ
く
こ
う
し
た
私

的
利
益
の
願
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
真
の
理
由
は
明
示
さ
れ
ず
別
の
も
の
が
言
明
さ
れ
る
。 

（
１
） 

第
十
四
章
を
参
照
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あ
る
方
策
が
社
会
の
い
く
つ
か
の
難
点
を
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
証
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
治
療

策
が
一
般
的
安
寧
に
と
っ
て
も
好
都
合
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
治
療
策
の
採
用
が
、
そ
れ
が
消
滅
さ
せ
た
難
点
よ
り
も
重
大
な
難
点
を
招
来
す
る
こ
と
が
あ
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
昔
ロ
ー
マ
で
貧
乏
人
が
食
糧
に
事
欠
い
て
い
た
。
小
麦
の
無
料
配
布
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
と
も
か
く
部
分
的
に
は
有
効
な
対
策
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
配
布
は
別
の
結
果
も

と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
産
業
の
意
気
込
み
を
く
じ
き
、
怠
惰
を
促
進
し
、
大
量
の
好
ま
し
か
ら
ぬ
人
々

を
ロ
ー
マ
に
引
き
寄
せ
、
総
じ
て
ロ
ー
マ
の
人
々
に
と
っ
て
益
す
る
と
こ
ろ
よ
り
も
害
す
る
と
こ
ろ
の
方

 

フ
ラ
ン
ス
で
は
長
男
と
次
男
以
下
の
兄
弟
の
あ
い
だ
で
の
遺
産
取
得
の
平
等
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、

論
者
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
悪
を
こ
の
制
度
に
帰
し
、
な
ん
ら
の
留
保
も
な
し
に
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
を

称
讃
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
こ
れ
と
は
全
く
逆
の
立
場
を
と
る
イ
ギ
リ
ス
の
論
者
ソ
ロ
ル
ド
・
ロ
ジ

ャ
ー
ス
（Throld Rogers

）
が
い
る
。
「
土
地
も
持
た
ず
金
も
持
た
ず
、
従
っ
て
納
税
者
の
負
担
と
な
る

次
男
以
下
の

大
の
頼
み
の
綱
、
そ
れ
は
軍
隊
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
で
得
を
し
た
の
は
彼
ら

で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
が
終
結
す
る
と
彼
ら
は
長
男
あ
る
い
は
宮
廷
の
寄
食
者
と
な
っ
た
。
家
畜
貸
借
権

の
消
滅
に
よ
っ
て
家
族
財
産
の
分
け
前
を
な
く
し
て
、
た
ち
の
悪
い
、
し
ば
し
ば
い
や
ら
し
い
策
師
と
な

っ
た
彼
ら
は
、
間
に
合
わ
せ
の
兵
士
と
な
っ
た
。
…
用
益
権
と
信
託
に
関
す
る
法
制
定
、
…
―
こ
れ
は
限

嗣
不
動
産
権
設
定entail

の
基
礎
で
は
あ
る
が
―
は
、
国
庫
を
使
っ
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

次
男
た
ち
の
赤
貧
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
不
動
産
制
度
を
一
つ
の
国
民
的
害
毒
、
公
的

詐
欺
の
道
具
た
ら
し
め
た
（
１
）

。
」
対
立
す
る
こ
の
二
つ
の
観
点
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
に
片
寄
り
す
ぎ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
制
度
な
る
も
の
は
善
と
悪
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

あ
る
制
度
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
問
題
の
一
面
し
か
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
一
面
し

か
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
よ
る
誤
謬
は
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
離
婚
が
存

在
し
な
か
っ
た
と
き
、
道
徳
主
義
者
た
ち
は
結
婚
の
解
消
不
可
能
は
重
大
な
不
都
合
を
も
た
ら
し
犯
罪
を

引
き
お
こ
し
さ
え
す
る
と
い
う
こ
と
を
異
論
の
余
地
な
く
証
明
す
る
諸
事
実
を
援
用
し
、
そ
し
て
結
婚
の

解
消
不
可
能
性
は
有
害
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
離
婚
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
別
の
道
徳
主
義

者
た
ち
は
、
離
婚
が
悪
を
と
も
な
わ
ぬ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
諸
事
実
を
援
用
し
、
離
婚
を
廃

止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
問
題
は
明
ら
か
に
ま
ち
が
っ
て
設
定

さ
れ
て
い
る
。 

 
人
は
一
般
に
、
国
々
の
支
配
者
た
ち
に
対
し
て
不
公
平
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
そ
の
な
か
で
変

化
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
環
境
の
難
し
さ
を
十
分
に
は
考
慮
に
入
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
支
配
者
の
な
か
に
は
、
そ
の
反
対
派
が
信
ず
る
、
あ
る
い
は
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
り
も
は

る
か
に
多
く
の
廉
潔
の
士
、
無
欲
で
、
誠
実
に
正
義
を
願
う
人
士
が
存
在
す
る
。
し
か
し
彼
ら
が
国
の
た

め
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
直
接
に
目
的
に
向
っ
て
進
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
作

用
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
利
害
を
考
慮
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
は
必
然
的
に
斜
め
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
が
政
治
は
妥
協
の
術
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
常
に
迂
回
路
を
た
ど
っ
て

い
る
と
人
は
し
ば
し
ば

後
に
目
的
を
見
失
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
非
常
に
誠
実
で
善
意
の

政
治
家
が

後
に
は
し
ば
し
ば
善
の
代
り
に
悪
を
な
す
よ
う
に
な
る
事
情
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。 

（
１
）Travail et salaires en Angleterre, p.263-264 de la trad. franç., G

uillaum
in et C

ie. 
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さ
し
あ
た
り
こ
の
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
非
常
に
大
雑
把
な
や
り
方
で
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
何
も
し
な
い
よ
り
は
ま
し
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
事
態
の
一
面
し
か
見
な
い
、

狭
い
部
分
的
な
判
断
よ
り
は
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
難
し
さ
の
存
在
は
我
々
を
用
心
深
く
す
る

に
ち
が
い
な
く
、
そ
し
て
、
科
学
の
現
状
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
新
し
い
組
織
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な

る
か
を
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
認
識
は
検
討
す
べ
き
組
織
に
つ
い
て
然
る
べ
く
判
断
す
る
た
め
の
ま
さ
に
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
種
の
明
ら
か
に
馬
鹿
げ
た
シ
ス
テ
ム
を
排
除
す
る
こ
と
は
予
備
的
検
討
で
十

分
に
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
排
除
が
終
れ
ば
、
我
々
の
科
学
的
認
識
の
不
完
全
さ
の
故
に

原
因
を
十
分
に
知
っ
た
上
で
の
判
定
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
、
い
く
つ
か
の
シ
ス
テ
ム
に
対
峙
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
経
験
だ
け
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
経
験

に
よ
っ
て
我
々
が
到
達
す
る
結
果
に
つ
い
て
の
認
識
を
、
推
論
に
よ
っ
て
予
め
先
取
り
す
る
こ
と
は
で
き

 

そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
組
織
を
判
断
す
る
た
め
に
は
一
種
の
貸
借
対
照
表
を
つ
く
る
―
一
方
に
利
（bien

）
を

置
き
、
他
方
に
害
（m

al

）
を
置
き
、
均
衡
が
ど
ち
ら
に
傾
く
か
を
見
る
―
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
強
調
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
こ
の
方
法
は
巨
大
な
困
難
に
遭
遇
す
る
が
、

し
か
し
科
学
的
進
歩
の
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
犠
牲
が
必
要
で
あ
る
。 

 

ア
テ
ネ
で
集
会
に
参
加
し
た
市
民
に
支
払
わ
れ
た
■triobole

■
お
よ
び
彼
ら
が
受
け
取
っ
た
そ
の
他

の
報
酬
は
ア
テ
ネ
民
主
制
の
安
定
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
相
違
を
考
慮
し

た
上
で
、
ア
テ
ネ
で
は
、
ス
ッ
ラ
が
貴
族
制
を
復
活
さ
せ
て
被
征
服
者
た
ち
の
土
地
を
兵
士
に
与
え
た
イ

タ
リ
ア
に
お
け
る
よ
り
も
、
あ
る
い
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
同
じ
く
帝
政
を
開
始
し
た
と
き
よ
り
も
、
悪

が
小
さ
か
っ
た
。
ア
テ
ネ
で
は
密
告
者
に
苦
し
ん
だ
者
は
一
人
な
ら
ず
い
た
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
密
告
者

は
別
の
多
く
の
犠
牲
者
を
引
き
出
し
、
大
逆
罪
法
は
い
く
つ
か
の
近
代
国
民
に
お
い
て
い
ま
だ
に
犠
牲
者

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
軍
団
の
給
与
及
び
ロ
ー
マ
皇
帝
の
寄
付donativum

は
、
い
く
つ
か
の
治
世
に

お
い
て
は
、
国
の
有
す
る
富
と
比
較
す
れ
ば
、
近
代
諸
国
民
の
軍
事
費
よ
り
も
少
な
い
金
し
か
使
っ
て
い

な
か
っ
た
。
社
会
主
義
者
が
権
力
に
就
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
確
実
に
、
彼
ら
が
民
衆
の
中
で
火
を
つ
け

た
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
か
な
り
の
量
の
富
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
額
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
政
府
が
消
費
す
る
に
至
っ
た
額
よ
り
も
大
き
い
か
小
さ
い
か
、
軍
国
主
義

の
ま
す
ま
す
法
外
に
な
る
出
費
の
上
に
保
護
主
義
、
国
家
社
会
主
義
、
そ
し
て
■
自
治
体
社
会
主
義

（socialism
e com

m
unal

）
■
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
損
失
が
付
け
加
わ
る
か
ど
う
か
、
を
正
確
に

決
定
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
今
日
の
と
こ
ろ
は
パ
ラ
ド
ク
ス
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
い
つ
の
日
か
科
学
的
社
会
主
義
が
、
国
家
社
会
主
義
の
拡
大
が
も
た
ら
し
う
る
完
全
な
破
壊
か

ら
資
本
を
守
る
た
め
に
介
入
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
現
在
の
富
の

浪
費
が
増
大
し
つ
づ
け
成
長
し
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義
体
制
の
方
が
そ
れ
以
前
の
体
制
よ
り
も
金

が
か
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
う
る
。
■O

doacre

の
政
府
は
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
政
府
よ
り
は

劣
っ
て
い
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
政
府
よ
り
は
優
れ
て
い
た
■
。 

が
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
昔
の
貧
民
法
は
明
ら
か
に

良
の
意
図
の
結
果
で
は
あ

っ
た
が
、
設
定
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
確
実
に
善
よ
り
も
悪
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
現
在
、
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
活
動
力
、
知
力
、
節
約
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
ゆ
と
り
を
獲
得
し
た

人
々
か
ら
、
こ
う
し
た
努
力
の
産
物
を
、
弱
い
者
た
ち
、
無
知
な
人
間
、
無
能
な
人
間
、
怠
け
者
、
悪
徳

漢
、
さ
ら
に
は
犯
罪
者
に
ま
で
分
配
す
る
た
め
に
、
収
奪
す
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
が
、
そ
れ
を
実
行
す
る
国
民
の
頽
廃
を
準
備
し
な
い
か
ど
う
か
は
、
未
来
が
決
め
る
で
あ
ろ
う
。 
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あ
る
シ
ス
テ
ム
を
判
断
す
る
た
め
に
経
験
に
訴
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
必
要
性
が
感

ぜ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
感
ぜ
ら
れ
方
が
単
に
理
論
的
体
系
化
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
と
き
に
の
み

成
し
遂
げ
ら
れ
う
る
漸
進
的
変
化
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、

高
度
の
重
み
を
有
す
る
論
拠
と
な
る
。

さ
ら
に
そ
れ
は
、
自
由
の
利
点
と
不
都
合
に
つ
い
て
の
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
と
き
に
、
自
由
に
味
方

し
て
支
持
し
う
る
強
力
な
論
拠
の
一
つ
で
も
あ
る
。
絶
対
的
に
無
謬
の
存
在
者
の
み
が
、
彼
ら
が
社
会
を

し
て
あ
る
一
定
の
道
筋
を
た
ど
ら
せ
る
た
め
に
提
示
す
る
強
制
的
な
方
策
は
、
別
の
道
筋
で
も
到
達
可
能

な
よ
り
良
い
一
状
態
に
到
達
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
、
と
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
革
者
が
社
会
に

と
っ
て
の

大
の
安
寧
を
獲
得
し
よ
う
と
企
て
る
場
合
、
彼
ら
が
要
求
し
う
る
こ
と
の

大
限
は
、
彼
ら

の
シ
ス
テ
ム
を
実
験
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
要
求
す
る
「
自
由
」
は
大
抵

非
常
に
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
多
少
と
も
現
実
的
な
、
ま
た
多
少
と
も
い
か
が
わ
し
い
多
数
派
が

力
に
よ
っ
て
、
望
ま
れ
る
改
革
を
課
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
彼
ら
が
訴
え
た
の
は
多
数
派

に
対
し
て
で
は
な
く
、
君
主
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
手
段
は
変
化
し
、
目
的
は
依
然
と
し
て
同
じ
ま
ま
で

あ
る
。
人
々
を
そ
の
意
志
に
反
し
て
で
も
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ル
イ
十

四
世
の
竜
騎
兵
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
追
放
し
、
ギ
ロ
チ
ン
も
フ
ラ
ン
ス
か
ら
貴
族
主
義

者
、
■des B

rissotins

■
、
ジ
ロ
ン
ド
党
員
、
そ
の
他
多
く
を
厄
介
ば
ら
い
し
た
。
今
日
で
は
、
一
方
で

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
、
自
由
思
想
家
、
無
国
籍
者
、
国
際
主
義
者
、

そ
の
他
列
挙
す
る
の
も
長
た
ら
し
い
そ
の
他
の
セ
ク
ト
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
排
除
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る

人
々
が
お
り
、
他
方
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
力
ず
く
で
で
も
改
宗
さ
せ
よ
う
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
政
府
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
人
々
が
お
り
、
さ

ら
に
は
、
こ
う
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
内
部
の
抗
争
を
軽
蔑
し
て
、
経
営
者
と
資
本
家
を
根
絶
す
る
こ
と

―
こ
れ
は
地
上
に
黄
金
時
代
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
人
々
が
い
る
―
で
事
足
れ
り
と

す
る
人
々
が
い
る
。
ビ
ロ
ー
ド
・
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
（B

illaud-Varennes

）
は
言
う
。「
あ
る
意
味
で
は
、
自

由
を
回
復
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
よ
う
な
人
々
を
再
創
造
す
る

．
．
．
．
．
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
い

偏
見
を
破
壊
し
、
古
い
習
慣
を
変
え
、
倒
錯
的
な
愛
情
を
改
善
し
、
余
計
な
欲
求
を
制
限
し
、
根
深
い
悪

徳
を
根
絶
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
カ
リ
エ
ー
ルC

arrier

は
も
っ
と
露
骨
で
あ
る
。
「
我
々
は
フ

ラ
ン
ス
を
我
々
の
流
儀
で
再
生
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
を
墓
場
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
」 

 

こ
の
よ
う
な
科
学
的
疑
問
は
党
派
の
盲
目
的
信
念
、
時
に
幻
覚
の
境
界
に
接
す
る
点
ま
で
高
揚
す
る
信

念
と
は
き
わ
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。
人
々
は
無
知
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
自
分
た
ち
の
信
念
を
ま
す

ま
す
強
く
確
信
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
群
衆
」
な
る
も
の
は
義
務
教
育
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

き
わ
め
て
無
知
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
群
衆
が
他
愛
も
な
い
話
に
対
し
て
割
り
当
て
る
熱

狂
的
な
歓
迎
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
他
愛
も
な
い
話
に
つ
い
て
は
ル
シ
ア
ン
（Lucien

）
や
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
（Voltaire
）
の
よ
う
な
人
物
の
ペ
ン
の
み
が
そ
の
間
の
抜
け
た
馬
鹿
々
々
し
さ
を
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
く
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

絶
対
的
真
理
を
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
と
確
信
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
セ
ク
ト
は
あ
る
種
の
疑
問
と
い
う

形
で
す
ら
矛
盾
を
認
め
な
い
。
セ
ク
ト
は
ど
ん
な
例
外
で
も
ほ
と
ん
ど
罪
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
一
般
的

普
遍
的
規
則
を
強
要
す
る
。
宗
教
的
セ
ク
ト
は
規
則
と
異
な
る
行
動
は
神
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
る
と
断
言

す
る
。
独
裁
制
を
好
む
傾
向
の
あ
る
セ
ク
ト
は
万
人
が
君
主
の
意
思
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確

な
い
。 
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ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ム
ナ
ー
・
メ
イ
ン
卿
（sir H

enry Sum
m

er M
aine

）（
１
）

は
正
当
に
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。
「
英
国
に
名
声
を
付
与
し
た
も
の
、
英
国
に
富
を
与
え
た
も
の
、
そ
れ
は
す
べ
て
し
ば
し
ば
取
る
に

 

し
か
し
、
産
業
上
の
革
新
で
は
な
く
、
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
革
新
が
問
題
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
事

態
は
別
の
経
過
を
た
ど
っ
た
で
あ
ろ
う
。
専
制
君
主
、
官
僚
体
制
、
政
治
家
、
選
挙
民
の
多
数
派
を
説
得

す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
成
功
し
た
な
ら
ば
、
い
つ
の
日
か
政
府
は
鋼
鉄
製

造
の
新
し
い
方
法
を
古
い
方
法
に
代
え
る
布
告
を
発
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
し
い
方
法
が
実
際
に

よ
い
方
法
で
あ
る
こ
と
も
事
実
あ
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と
起
り
や
す
い
の
は
こ
れ
が
ま
ず
い
方
法

で
あ
る
こ
と
、
う
ま
く
行
く
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
実
際
に
は
う
ま
く
行
か
な
い
場
合
で

あ
る
。
不
成
功
を
見
れ
ば
人
は
そ
の
方
法
を
捨
て
た
で
あ
ろ
う
、
と
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
方

法
の
運
命
は
な
ん
ら
か
の
党
派
、
た
と
え
ば
Ａ
と
い
う
党
派
の
運
命
と
結
び
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
不
幸
な
方
法
を
捨
て
る
た
め
に
は
党
派
Ａ
を
そ
の
現
在
の
位
置
か
ら
立
ち
退
か
せ
る
こ
と
が
必

要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
党
派
Ａ
は
な
ん
ら
か
の
「
不
滅
の
原
理
」
、
例
え
ば
「
連
帯
」
と
か
「
社
会
的
正
義
」

と
い
っ
た
原
理
に
必
ず
訴
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
党
派
は
進
歩
の
軽
蔑
者
、
彼
ら
の
迷
論
珍
案
の
恩

恵
を
拒
否
す
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
を
罵
り
、
迫
害
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
重
要
な
こ
と
、
す
な
わ

ち
新
し
い
方
法
に
関
す
る
経
験
が
提
供
し
た
と
こ
ろ
の
結
果
、
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
熱
心
に
議
論
さ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

あ
る
日
ヘ
ン
リ
ー
・
ベ
ッ
セ
マ
ー
卿
（sir H

enry B
essem

er
）
は
鋼
鉄
を
生
産
す
る
新
し
い
方
法
を

発
見
し
た
。

大
の
満
足
感
を
得
る
た
め
に
有
効
で
あ
っ
た
の
は
、
新
し
い
方
法
の
支
持
者
が
そ
れ
を
昔

の
方
法
と
競
い
合
う
形
で
実
験
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
実
際
に
行

な
わ
れ
た
。
鋼
鉄
を
製
造
す
る
た
め
の
新
し
い
方
法
に
つ
い
て
の
特
許
は
き
わ
め
て
多
数
存
在
し
て
い
る
。

経
験
に
付
さ
れ
る
な
か
で
こ
う
し
た
新
し
い
方
法
の
大
多
数
は
淘
汰
さ
れ
、
ベ
ッ
セ
マ
ー
や
マ
ル
テ
ィ
ン

等
の
非
常
に
少
数
の
方
法
の
み
が
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
今
日
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で

あ
る
。 

 

現
代
の
著
作
家
で
あ
る
レ
オ
ン
・
ド
ナ
（Léon D

onnat

）
は
そ
の
著
書
『
実
験
的
政
治
』
（La politique 

expérim
entale

）
に
お
い
て
、
も
し

良
の
法
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
経
験
に
訴
え
る
こ
と

が
い
か
に
不
可
欠
で
あ
る
か
を
申
し
分
な
く
説
明
し
た
。
し
か
し
彼
の
声
は
孤
立
し
た
ま
ま
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
昔
以
上
に
各
種
の
セ
ク
ト
は
自
ら
の
「
不
滅
の
原
理
」
の
下
に
事
実
を
従
属
さ
せ
、
感
情
を
理

性
の
上
に
置
く
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
群
衆
の
目
か
ら
見
た
彼
ら
の
成
功
の
本
質
的

な
条
件
の
一
つ
で
も
あ
る
。
彼
ら
の
行
為
は
人
々
を
説
得
す
る
の
に
は
有
効
で
あ
る
が
、

小
の
実
質
的

な
進
歩
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
実
現
す
る
の
に
は
絶
対
的
に
無
力
で
あ
る
。
芸
術
と
諸
科
学
に
お
け
る
独
創

性
は
、
そ
れ
が
い
か
に
些
細
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
彼
ら
に
由
来
す
る
こ
と
は
な
い
。 

信
し
て
お
り
、
現
在
こ
う
し
た
セ
ク
ト
は
「
国
民
的
統
一
」
に
も
訴
え
て
い
る
。
自
称
民
主
主
義
的
な
セ

ク
ト
は
自
ら
に
よ
る
抑
圧
に
対
し
て
素
朴
に
も
自
由
と
い
う
名
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
不
合
理
を
正
当
化

す
る
た
め
の
論
証
に
お
け
る
努
力
の
大
部
分
は
い
ま
一
つ
別
の
恣
意
的
な
断
言
、
す
な
わ
ち
一
国
民
は
そ

の
多
数
派
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
法
に
従
う
と
き
に
の
み
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
断
言
に
結
局
の
と
こ
ろ

帰
着
す
る
。
同
様
に
、
半
数
プ
ラ
ス
一
で
半
数
マ
イ
ナ
ス
一
を
強
奪
す
る
こ
と
を
正
義
．
．
と
名
付
け
る
セ
ク

ト
も
存
在
す
る
。
正
義
に
社
会
的

．
．
．
と
い
う
形
容
語
を
付
け
て
そ
れ
を
別
の
正
義
―
こ
れ
は
形
容
語
が
な
い

場
合
に
は
■tribuere suum

 cuique

■ 

「
誰
で
あ
れ
自
分
の
も
の
を
分
け
与
え
る
」
こ
と
に
存
す
る
―

か
ら
区
別
す
る
の
は
有
効
な
こ
と
で
あ
る
。 
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足
ら
ぬ
少
数
派
の
業
績
で
あ
っ
た
。
」
し
か
し
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
と
き
、
彼
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。

「
も
し
こ
の
国
に
こ
の
四
世
紀
の
間
余
り
に
広
い
選
挙
特
権
と
余
り
に
多
数
の
有
権
者
団
体
と
が
存
在
し

て
い
た
な
ら
ば
、
宗
教
改
革
も
王
朝
の
交
代
も
、
宗
教
的
寛
容
も
、
さ
ら
に
は
正
確
な
カ
レ
ン
ダ
ー
さ
え

も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
絶
対
的
に
確
実
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
大
砲
、

織
機
、
ミ
ュ
ー
ル
・
ジ
ェ
ニ
ー
、
そ
し
て
多
分
蒸
気
機
関
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
百
貨
店

―
こ
れ
は
商
品
の
分
配
に
お
け
る
今
日
の

も
顕
著
な
進
歩
を
表
現
し
て
い
る
―
に
対
し
て
民
主
体
制
が

今
日
■
援
用
■
す
る
頭
の
良
く
な
い
対
策
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
不
正
競
争
―
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
は

単
純
な
競
争
に
す
ぎ
な
い
―
に
対
し
て
規
定
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
処
分
、
あ
る
い
は
取
引
所
を
規
制
す
る

た
め
に
取
ら
れ
た
措
置
が
富
の
循
環
に
も
た
ら
し
た
桎
梏
を
観
察
す
る
と
き
、
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ム
ナ
ー
・

メ
イ
ン
卿
に
加
担
し
た
い
気
に
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
命
題
に
対
立
す
る
別
の
事
実

も
存
在
す
る
。
庶
民
か
ら
な
る
、
あ
る
い
は
学
識
あ
る
人
々
か
ら
な
る
「
群
衆
」
は
技
術
的
あ
る
い
は
経

済
的
進
歩
を
す
べ
て
体
系
的
に
拒
否
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼

ら
の
選
択
は
大
抵
の
場
合
盲
目
的
で
あ
り
、
選
択
に
お
い
て
感
情
や
偏
見
が
圧
倒
的
な
部
分
を
占
め
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
が
主
要
な
不
都
合
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
人
間

の
選
択
の
ど
ん
な
も
の
に
も
結
局
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
困
っ
た
こ
と
は
、

経
験
に
よ
る
説
得
の
代
り
に
法
に
よ
る
強
制
が
来
る
こ
と
に
因
る
。
こ
の
こ
と
が
不
可
避
的
な
誤
謬
の
結

果
を
と
て
つ
も
な
く
深
刻
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

（
１
） Essais sur le gouv. pop., trad. franç. p.142. 
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何
人
か
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
社
会
主
義
的
組
織
は
「
人
工
的
」
な
組
織
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
由
な
、

い
わ
ゆ
る
「
自
然
な
」
組
織
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
楽
観
主
義
的
な
学
派
の
経
済
学
者
は
こ
う
し
た

表
現
を
し
ば
し
ば
用
い
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
て
き
た
。
「
人
工
的
な
」
社
会
組
織
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
自
然
的
な
」
組
織
と
ど
の
よ
う
に
識
別
さ
れ
る
の
か
。
も
し
こ
の
「
自
然
な
」
と
い
う
用

語
に
よ
っ
て
、
自
然
の
中
で
発
展
し
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
組
織
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
社
会
主
義
的
組
織
と
い
う
用
語
は
全
く
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
に
大
き
な
広
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、

我
々
が
仮
想
的
と
名
付
け
た
組
織
す
べ
て
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
自
然
的
組
織
」

な
る
用
語
に
よ
っ
て
、
人
間
に
「
自
然
的
本
能
」
の
全
て
を
追
求
す
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
あ
る
組
織
を

意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
る
純
粋
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
、

 

一
般
に
社
会
主
義
的
組
織
の
意
味
は
厳
密
に
は
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
定
義
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
俗
言
語
に
属
す
る
あ
い
ま
い
な
用
語
の
一
つ
で
あ
り
（
１
）

、
さ
し
当
た
り

は
そ
れ
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
も
っ
と
厳
密
に
定
義
さ
れ
た
何
ら
か
の
術
語
に
で
き
る
だ
け
早
く

換
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

社
会
主
義
体
系
の
一
般
的
な
理
解
の
さ
れ
方
―
階
級
へ
の
分
裂
―
社
会
主
義
体
系
を
理
解
す
る
際
の
困
難
さ
は
、
階
級
に
よ

っ
て
非
常
に
異
な
る
こ
と
―
財
産
の
先
取
―
富
を
獲
得
す
る
手
段
の
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
―
略
奪
―
社
会
諸
階
級
の
闘
争
―
こ

れ
ら
の
階
級
あ
る
い
は
類
似
の
集
団
を
規
定
す
る
特
徴
―
各
集
団
の
貸
借
対
照
表
―
こ
れ
ら
の
集
団
の
行
為
を
規
定
す
る
論

証
の
役
割
及
び
感
情
の
役
割
―
被
略
奪
者
側
に
お
け
る
抵
抗
の
欠
如
―
略
奪
が
遭
遇
す
る
主
要
な
障
害
は
富
の
破
壊
と
国
の

荒
廃
で
あ
る
―
略
奪
は
社
会
組
織
の
変
化
の
な
か
で
も
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
―
い
か
な
る
方
策
で
も
一
般
的
に
随
伴
的
効
果

を
有
す
る
―
人
々
の
性
格
の
相
対
的
安
定
性
―
諸
感
情
の
内
容
は
持
続
し
、
形
式
は
変
化
す
る
―
今
日
い
く
つ
か
の
国
で
権

力
に
到
達
し
て
い
る
新
し
い
社
会
階
級
は
、
旧
支
配
階
級
が
享
受
し
て
い
た
も
の
と
絶
対
的
に
類
似
し
た
特
権
を
自
ら
に
与

え
る 

第
二
章 

 

社
会
主
義
体
系
一
般 

（
１
） 

ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ(B

enedetto C
roce) 

が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
「
日

常
語
で
は
こ
と
ば
は
概
念
と
し
て
は
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
る
。
」D

i alcuni principii di sintassi e stilistica 
psicologica del G

röber, p.10. 
  

既
に
ロ
ッ
ク
は
、Essai phil. concernant l’ent. hum

., liv. III, chap. IX, § 4
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
言
語
の
主
要
な
目
的
は
…
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
市
民
の
話
あ
る
い
は
哲
学
的
な
話

に
お
い
て
、
あ
る
単
語
が
、
語
る
者
の
精
神
に
お
い
て
意
味
す
る
の
と
同
じ
観
念
を
聴
き
取
る
者
の
精
神
の
中
に
呼

び
起
さ
な
い
と
き
に
は
、
こ
と
ば
の
こ
の
目
的
に
十
分
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
」 

こ
の
よ
う
に
単
純
な
こ
と
を
絶
え
ず
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
単
純
な
こ
と
が
普
通

い
か
に
無
視
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

Ｇ
・
ヴ
ェ
ラ
テ
ィ(G

. Vailati)

氏 

は
、Rivista filosofica, janv.-fév.1901. 

に
お
い
て
日
常
語
に
お
け
る
用

語
が
生
み
出
し
た
非
常
に
多
数
の
錯
覚
と
誤
っ
た
推
論
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
し
ご
く
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。 

政
治
経
済
学
は
こ
れ
に
よ
っ
て
十
二
分
に
害
を
こ
う
む
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
学
問
の
将
来
に
お
け
る
進
歩
は

厳
密
に
科
学
的
な
言
語
の
採
用
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。 
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こ
の
第
三
の
部
類
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
生
産
物
の
私
的
所
有
を
制
限
す
る
か
に
つ
い
て
は
説

明
の
要
が
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
生
産
物
の
私
的
所
有
権
は
生
産
物
が
消
費
さ
れ
る
瞬
間
に
は
つ
ね
に
存

在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
消
費
の
瞬
間
ば
か
り
で
は
な
く
、

消
費
に
先
立
つ
い
く
つ
か
の
局
面
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
我
々
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
う
る
三
つ
の
類
型

が
存
在
す
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

い
ま
我
々
が
行
な
っ
た
大
分
類
は
、
侵
害
さ
れ
た
私
有
財
産
の
種
類
に
従
っ
て
さ
ら
に
分
類
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
一
．
ど
の
よ
う
な
所
有
で
あ
れ
、
所
有
の
全
体
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
方
で
は

我
々
は
完
全
な
共
産
主
義
を
も
ち
、
他
方
で
は
も
は
や
国
民
で
は
な
く
奴
隷
を
有
す
る
絶
対
的
専
制
君
主

の
体
制
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
共
同
の
所
有
は
婦
人
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

婦
人
は
実
際
に
し
ば
し
ば
獲
得
さ
れ
た
財
産
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
二
．
生
産
物
に
つ
い
て
の
所
有
権
が

存
続
し
生
産
手
段
に
つ
い
て
の
所
有
権
は
排
除
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
一
方
で
は
少
な
く
と
も
近
似
的

に
は
近
代
社
会
主
義
体
系
を
も
ち
、
他
方
で
は
政
府
に
よ
る
独
占
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
三
．

後
に
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
権
は
完
全
に
保
持
し
つ
つ
生
産
物
の
私
的
所
有
権
は
排
除
さ

れ
る
場
合
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の

後
の
分
類
の
純
粋
形
態
は
、
観
念
的
シ
ス
テ
ム
の

中
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
多
少
と
も
そ
れ
に
近
い
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
一
方
に
は
国
家
社
会
主
義
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
個
々
人
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
富
を
寡
占

支
配
者
、
衆
愚
政
治
、
軍
人
あ
る
い
は
聖
職
者
階
級
に
供
与
さ
せ
る
非
常
に
多
数
の
現
実
の
組
織
が
存
在

す
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
は
個
々
人
に
富
を
生
産
さ
せ
、
次
に
は
主
と
し
て
課
税
に
よ
っ
て
そ
れ
を
奪
い

取
る
。
■Sic vos non vobis m

ellificatis, apes.

■ 

か
く
し
て
蜜
蜂
た
ち
よ
、
女
王
蜂
は
自
分
で
は
働

か
な
い
。 

 

社
会
シ
ス
テ
ム
が
私
有
財
産
を
許
容
す
る
限
界
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
を
特
徴

づ
け
る
た
め
の
よ
り
精
確
な
基
準
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
極
端
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
私
有

財
産
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
何
の
制
限
も
な
し
に
私
有
財
産
を
認
め
る
こ
と
も
不

可
能
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
ど
ん
な
人
間
で
も
彼
が
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
パ
ン
の
一
口
に
つ
い
て
は
少

な
く
と
も
所
有
権
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
口
元
に
運
ぶ
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
は
、
ど
の
よ
う
な
組
織
で
も
共
同
で
行
な
わ
れ
る
出
費
、
労
働
、
犠
牲
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、

既
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
え
私
的
所
有
の
絶
対
的
権
利
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
両
極

の
間
に
無
数
の
中
間
段
階
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
、
シ
ス
テ
ム
が
ど
ち
ら
の
極
端
に
よ
り
近
い
か
に
従
っ

て
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
の
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
我
々
の
採
用
し
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
の
分
類
で
あ
る
。
社
会
主
義
体
系
は
、
そ
れ
が

低
限
の
私
有
財
産
の
み
を
認
め
る
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
特
徴
は
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
普
通
に
は
社
会
主
義
体

系
の
中
に
は
入
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
専
制
的
組
織
の
場
合
で
あ
る
。 

本
来
的
に
は
組
織
の
否
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
組
織
な
る
名
称
を
付
与
す
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
と

さ
え
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
少
し
精
確
に
推
論
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に

類
し
た
用
語
を
用
い
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
な
の
で
あ
る
。
社
会
組
織
の
細
部
に
つ
い
て
さ
え
こ
う
し
た
用

語
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。
人
工
的
な

．
．
．
．
シ
ス
テ
ム
に
対
立
す
る
、
銀
行
の
自
然
的

．
．
．
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た

も
の
さ
え
語
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
ど
の
よ
う
な
銀
行
も
あ
る
意
味
で
は

自
然
的
組
織
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
人
工
的
組
織
で
も
あ
る
。 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
国
家
支
出
は
つ
ね
に
増
大
し
て
き
て
お

 

し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
を
尊
重
し
な
い
と
言
わ
れ
る
社
会
主
義
体
系
と
、
逆
に
そ

れ
を
尊
重
す
る
現
行
の
シ
ス
テ
ム
と
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
。 

 

近
代
の
強
硬
な
社
会
主
義
者
と
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
風
の
妥
協
的
な
社
会
主
義
者
と
の
あ
い
だ
の
主
要

な
相
違
は
、
前
者
が
私
的
企
業
を
全
面
的
に
廃
止
し
よ
う
と
欲
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
私
的
企
業
を

大
限
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
れ
を
存
続
さ
せ
る
点
に
あ
る
。 

 

諸
企
業
を
共
同
化
す
る
こ
と
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
し
て
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
企
業
の

生
産
を
増
大
さ
せ
る
手
段
で
は
な
い
。
企
業
は
私
的
企
業
家
の
手
に
ま
か
せ
、
次
に
彼
ら
の
生
産
し
た
富

の
一
部
を
取
り
上
げ
る
方
が
よ
い
。
彼
ら
か
ら
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
の
が
よ
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
に
は
彼
ら
は
働
き
生
産
す
る
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
国
家
社

会
主
義
の
組
織
の
大
部
分
は
ま
さ
に
節
度
の
欠
如
の
故
に
滅
び
た
の
で
あ
る
。
資
本
家
か
ら
の
先
取
は

初
は
節
度
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
動
産
資
本
の
顕
著
な
部
分
を
破
壊
す
る
に
至
る
ま
で
増
大
し
つ
づ
け
、

企
業
精
神
を
挫
折
さ
せ
、
生
産
を
妨
害
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
の
経
済
的
崩
壊
に
ま
で
至
ら
し
め
た

の
で
あ
る
。 

 

第
二
の
部
類
は
第
三
の
部
類
よ
り
も
実
現
が
は
る
か
に
容
易
で
な
い
シ
ス
テ
ム
を
含
ん
で
い
る
。
換
言

す
れ
ば
生
産
手
段
の
所
有
の
制
限
は
実
際
の
と
こ
ろ
生
産
物
の
所
有
の
制
限
よ
り
も
稀
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
富
の
社
会
的
生
産
は
、
戦
争
と
い
う
手
段
に
よ
る
以
外
に
は
、
相
応
の
利
益
を
も
た
ら
さ
な

い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
戦
争
は
全
く
特
殊
な
一
産
業
で
あ
り
、
絶
対
的
な
意
味
に
お
い
て
は
生

産
的
で
は
な
く
、
た
だ
相
対
的
な
意
味
に
お
い
て
の
み
生
産
的
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
戦
争
そ
の
も
の

は
し
ば
し
ば
私
的
産
業
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
で

は
、
生
産
者
の
財
産
で
あ
る
と
こ
ろ
の
富
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
を
彼
ら
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
で
も
生
産
者
た
ち
は
余
り
が
っ
か
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
余
り
激
し
い
抵
抗
を

示
す
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
労
働
者
に
つ
い
て
も
資
本
家
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
見
ら

れ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
か
つ
て
ロ
ー
マ
で
は
、
主
人
た
ち
は
奴
隷
に
対
し
て
奴
隷
の
生
産
し
た
富
の
一

部
を
自
由
買
戻
し
の
た
め
の
身
代
金
の
形
で
奪
わ
ず
に
残
し
て
い
た
。
今
日
で
は
国
家
社
会
主
義
体
制
は

同
じ
よ
う
に
資
本
家
に
対
し
て
彼
ら
の
資
本
の
果
実
の
一
部
を
委
ね
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
個
々
人
の
熱
心
さ
が
十
分
に
刺
激
さ
れ
、
し
か
も
、
彼
ら
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
額
が

大
に
な
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
彼
ら
に
生
産
物
の
ど
れ
だ
け
の
部
分
を
残
し
て

や
る
の
が
よ
い
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
奴
隷
か
ら
そ
の
労
働
の
産
物
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
主
人
に
と
っ
て
大
き
な
収
入
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
同
様
、
資
本
家
か

ら
す
べ
て
を
奪
う
こ
と
は
社
会
主
義
政
府
に
と
っ
て

大
の
利
益
を
引
き
出
す
手
段
と
は
な
ら
な
い
。 

（
α
）
商
品
が
そ
の
持
ち
手
を
変
え
う
る
の
は
、
自
由
意
志
に
よ
る
売
買
、
交
換
、
贈
与
、
等
で
あ
る
よ

う
な
場
合
。
（
β
）
Ａ
が
Ｂ
の
持
っ
て
い
る
商
品
を
力
ず
く
で
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
が
そ
の
持

ち
手
を
変
え
る
よ
う
な
場
合
。
こ
れ
は
私
的
か
つ
直
接
的
な
略
奪
の
場
合
で
あ
る
。
商
品
は
一
瞬
た
り
と

も
私
的
財
産
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ず
、
た
だ
そ
れ
を
持
つ
人
間
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。
（
γ
）
集
団
あ
る
い

は
そ
れ
を
代
表
す
る
と
み
な
さ
れ
る
政
府
が
Ａ
か
ら
そ
れ
の
持
っ
て
い
る
商
品
を
取
り
上
げ
、
次
に
一
定

の
規
則
に
従
っ
て
そ
れ
を
分
配
す
る
よ
う
な
場
合
。
商
品
は
か
く
し
て
Ｂ
の
手
に
到
達
す
る
。
こ
の
場
合

に
は
商
品
は
長
短
は
あ
れ
一
定
時
間
私
的
財
産
で
あ
る
こ
と
を
停
止
し
た
の
で
あ
り
、
私
的
所
有
権
が
制

限
さ
れ
た
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
国
家
社
会
主
義
の
組
織
は
明
ら
か
に
こ
の
第
三
の

類
型
に
属
す
る
。 
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税
金
に
つ
い
て
我
々
が
与
え
る
こ
の
よ
う
な
説
明
は
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
に
言
葉
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、

ま
だ
こ
の
よ
う
な
表
現
―
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
実
証
科
学
か
ら

終
的
に
追
放
さ
れ
て
い
る
―
を
受
容
し
て

い
る
こ
と
は
社
会
科
学
の
重
大
な
欠
陥
の
一
つ
で
あ
る
。
実
際
は
、
そ
し
て
も
し
我
々
が
事
実
に
の
み
忠

実
で
あ
る
な
ら
ば
、
税
金
と
は
、
支
配
す
る
人
間
た
ち
が
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
彼
ら
を
含
む

集
合
体
か
ら
先
取
す
る
金
額
、
彼
ら
の
理
性
、
偏
見
、
利
害
、
そ
し
て
時
に
気
ま
ぐ
れ
が
彼
ら
に
命
ず
る

事
実
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
の
帰
結
を
認
め
る
こ
と
は
拒
否
さ

れ
る
。
現
行
の
体
制
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
私
有
財
産
に
対
す
る
先
取
は
、
そ
れ
が
単
な
る
課
税
で
あ
る

か
ら
と
い
う
理
由
で
、
社
会
主
義
的
先
取
と
は
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
分

類
の
基
礎
と
し
て
事
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
事
物
を
飾
る
名
称
を
採
用
す
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
名
称
が
恣
意
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
税
金
の
定
義
は
「
国
家

の
ブ
ズ
ワ
ン

欲
求
の
た
め
に
必
要
な
総
額
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
困
難
を
先
送
り
す
る
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
い
ま
や
困
難
は
欲
求
．
．
と
い
う
用
語
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
用
語
を
通
俗
的
意

味
に
お
い
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
国
家
の
第
一
の
欲
求
．
．
は
幸
福
で
繁
栄
し
て
い
る

市
民
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
生
産
を
社
会
化
す
る

．
．
．
．
．
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
私
的
な
富
に
対
し
て
な
さ
れ
る
必
要
の
あ

る
先
取
を
税
金
と
呼
ぶ
こ
と
を
彼
ら
が
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
た
だ
言
葉
に
関
係
す
る
だ
け
の
譲
歩
を
拒

否
す
る
ほ
ど
彼
ら
の
性
格
は
悪
く
は
な
い
と
信
じ
て
よ
い
。
彼
ら
社
会
主
義
者
の
提
案
す
る
手
段
の
効
果

に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。 

 

も
し
欲
求
．
．
と
い
う
用
語
に
よ
り
精
確
な
定
義
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
定
義
の
数
と
同
数
の
シ
ス
テ
ム

が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
の
定
義
は
、
国
家
の
欲
求
．
．
と
は
人
々
の
安
全
と
財
産
の
安
全

を
保
証
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
言
う
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
の
定
義
は
国
家
の
欲
求
．
．
は
倫
理
的
理
想
を
実

現
す
る
こ
と
で
あ
る
、
等
と
言
う
で
あ
ろ
う
。 

り
、
現
在
で
は
著
し
い
割
合
を
示
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
市
民
の
収
入
の
四
分
の
一
以
上
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
増
大
傾
向
が
止
ま
る
き
ざ
し
は
何
も
な
い
（
１
）

。
そ
れ
ゆ
え
私
的
所
有
は
大
規
模
に
侵
害
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。 

（
１
） 

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
ー
ル
・
ロ
シ
ュ
（Jules R

oche

）
氏
が
次
の
よ
う
な
数
字
を
挙
げ
て
い
る
。 

              

年 通常収入 
（百万フラン）

年平均増大額

（フラン） 
１８２０     ８６４ 

 5,444,000 
１８２９     ９１３ 
１８２９     ９１３ 

16,555,000 
１８４７ １，２１１ 
１８７４ ２，４８６ 

40,000,000 
１９００ ３，５２３ 
１８９８ ３，４２７ 

50,000,000 
61,000,000 １８９９ ３，４７７ 

１９００ ３，５３８ 
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社
会
的
運
動
は
一
般
に

小
抵
抗
線
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
経
済
的
財
の
直
接
的
な
生

産
は
し
ば
し
ば
非
常
に
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
人
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
財
の
私
物
化
は
時

に
か
な
り
容
易
で
あ
る
。
こ
の
容
易
さ
は
、
略
奪
を
法
に
逆
っ
て
で
は
な
く
、
法
を
使
っ
て
行
な
う
こ
と

が
案
出
さ
れ
て
以
来
、
大
い
に
増
大
し
た
。
節
約
す
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
自
分
の
稼
い
だ
も
の
を
す

べ
て
消
費
し
な
い
た
め
に
は
、
人
は
一
定
の
自
制
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
麦
を
つ
く
る

た
め
に
畑
を
耕
す
こ
と
は
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
追
い
は
ぎ
を
す
る
た
め
に
淋
し
い
と
こ
ろ
で
通
行

人
を
待
っ
て
い
る
の
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
投
票
用
紙
を
提
出
し
に
行
く
こ
と
は
非
常
に
容
易
な

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
食
と
住
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
す

べ
て
の
人
間
が
、
と
く
に
不
適
応
者
、
無
能
力
者
、
怠
け
者
は
急
い
で
こ
の
手
段
を
採
用
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

私
的
所
有
を
認
め
る
組
織
、
す
な
わ
ち
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
組

織
は
、
富
を
獲
得
す
る
た
め
の
、
本
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
手
段
を
人
々
に
提
供
し
て
い
る
。
一
方
は
労

働
お
よ
び
人
々
が
持
っ
て
い
る
資
本
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
を
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
つ
く

り
出
す
こ
と
で
あ
り
、
他
方
は
、
こ
の
よ
う
に
他
者
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
富
を
奪
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
手
段
は
こ
れ
ま
で
常
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
手
段
を
用
い
る
こ
と

を
人
々
が
す
ぐ
に
や
め
る
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
こ
と
は
浅
慮
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
の
手
段
は

一
般
に
道
徳
に
よ
っ
て
厳
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
自
発
的
に
そ
の
よ
う
な
手
段
の

使
用
に
は
目
を
閉
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
間
歇
的
で
偶
然
に
し
か
起
こ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考

え
る
ふ
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
手
段
の
使
用
は
一
般
的
か
つ
恒
常
的
な
現
象
で
あ
る
。 

 

別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
他
者
の
財
を
横
奪
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
方
法
、
す
な

わ
ち
直
接
的
に
暴
力
な
い
し
は
詐
欺
に
よ
る
方
法
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
公
的
権
力
に
よ
る
方
法
、
の
う

ち
こ
の
後
者
の
方
法
の
ほ
う
が
前
者
よ
り
も
社
会
的
安
寧
の
た
め
に
は
は
る
か
に
無
害
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

家
畜
の
飼
育
が
野
生
動
物
の
狩
猟
の
完
成
と
改
善
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
前
者
の
完
成
で
あ
り
、
改
善
な

の
で
あ
る
。
現
在
の
所
有
者
の
財
産
接
収
の
問
題
を
公
正
に
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
手
段
の
所
有

権
を
集
団
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
社
会
主
義
者
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
を
交
互
に
用
い
よ
う
と
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
の
所
有
者
を
漸
進
的
に
か
あ
る
い
は

急
激
に
か
補
償
金
な
し
に
接
収
し
よ
う
と
欲
す
る
別
の
社
会
主
義
者
は
明
ら
か
に
第
二
の
方
法
に
訴
え
る

意
図
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
立
法
者
た
ち
が
や
る
よ
う
に
、
こ
の
社
会
主
義
者
た
ち
が

第
一
の
方
法
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

社
会
主
義
者
や
共
産
主
義
者
が
富
の
配
分
を
変
え
よ
う
と
し
、
彼
ら
が
一
方
の
者
た
ち
か
ら
取
り
上
げ
た

富
を
他
方
の
者
に
与
え
よ
う
と
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
法
を
手
段
と
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
彼

ら
の
シ
ス
テ
ム
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
別
の
保
護
主
義
シ
ス
テ
ム
と
な
ん
ら
異
な
る

と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
彼
ら
が
使
用
す
る
金
額
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
こ
れ
ら
の
出
費
は
出
費
す
る
人
々
に

よ
っ
て
、
必
要
な
も
の
と
つ
ね
に
宣
言
さ
れ
、
そ
し
て
実
際
彼
ら
の
観
点
に
立
て
ば
必
要
な
の
で
あ
る
。

昔
か
ら
税
金
の
一
部
は
、
統
治
者
及
び
被
統
治
者
双
方
の
共
通
利
益
の
た
め
に
、
ま
た
一
部
は
―
こ
れ
は

一
般
に
か
な
り
小
さ
い
が
―
被
統
治
者
だ
け
の
利
益
の
た
め
に
、
さ
ら
に
一
部
は
―
こ
れ
は
し
ば
し
ば
多

額
で
あ
る
が
―
も
っ
ぱ
ら
統
治
者
の
た
め
、
お
よ
び
被
統
治
者
の
な
か
の
彼
ら
の
支
持
者
の
利
益
の
た
め

に
、
そ
し
て
非
常
に
し
ば
し
ば
被
統
治
者
の
中
の
支
持
者
以
外
の
人
間
を
抑
圧
す
る
た
め
に
、
使
わ
れ
て

き
た
。
そ
し
て

後
に
、
一
部
は
ま
っ
た
く
無
知
蒙
昧
あ
る
い
は
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
浪
費
さ
れ
て
き
た
。

統
治
者
及
び
被
統
治
者
双
方
に
共
通
の
利
益
の
た
め
に
出
費
さ
れ
る
部
分
が

大
で
あ
っ
た
と
言
え
る
ど

こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
の
方
が
真
実
味
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。 
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マ
ル
ク
ス
が
特
に
注
意
を
集
中
し
た
階
級
闘
争
は
、
現
実
の
一
事
実
で
あ
り
、
歴
史
の
各
ペ
ー
ジ
に
そ

れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
階
級
闘
争
は
、
た
だ
二
つ
の
階
級
の
間
で
の
み
、
つ

ま
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
と
資
本
家
階
級
と
の
あ
い
だ
で
の
み
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
異
な
る
利
害
を
有

す
る
無
数
の
集
団
の
あ
い
だ
で
、
と
り
わ
け
権
力
を
争
う
エ
リ
ー
ト
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
集
団
は
多
少
と
も
長
く
存
続
す
る
こ
と
が
あ
り
え
、
恒
久
的
な
特
徴
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
た
多
少
と
も
一
時
的
な
特
徴
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
野
蛮
な
民
族
の
大
部
分
に

お
い
て
は
、
そ
し
て
多
分
す
べ
て
の
民
族
に
お
い
て
、
性
別
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
集
団
を
生
じ
さ
せ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
嘆
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
嘆
い
た
抑
圧
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
蛮
族
の
婦
人
が
苦
し
ん

だ
抑
圧
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
（
１
）

。
生
ま
れ
、
肌
の
色
、
国
籍
、
宗
教
、
人
種
、
言
語
等
に
基
づ
く
多
少

と
も
現
実
的
な
特
徴
は
こ
の
よ
う
な
集
団
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
、
ボ
ヘ
ミ
ア
に
お
け
る
チ

ェ
コ
人
と
ド
イ
ツ
人
の
あ
い
だ
の
闘
争
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
資
本
家
と
の
あ
い
だ

の
闘
争
よ
り
も
激
し
い
も
の
が
あ
る
。
同
じ
職
業
に
従
事
す
る
人
々
も
自
然
に
団
結
す
る
気
に
な
る
。
い

く
つ
か
の
国
で
砂
糖
製
造
業
者
た
ち
は
彼
ら
の
同
胞
か
ら
税
金
を
せ
し
め
よ
う
と
し
て
歩
調
を
合
わ
せ
て

い
る
。
こ
の
現
象
は
そ
の
昔
武
装
軍
団
が
農
民
か
ら
貢
物
を
集
め
た
時
に
観
察
さ
れ
た
現
象
と
類
似
し
て

い
る
。
海
運
業
者
は
航
海
補
助
金
を
せ
し
め
よ
う
と
団
結
し
て
い
る
。
小
売
商
人
た
ち
は
百
貨
店
を
税
金

で
圧
迫
せ
し
め
る
べ
く
団
結
し
て
い
る
。
定
住
し
て
い
る
小
商
人
た
ち
は
行
商
を
不
可
能
に
す
る
た
め
に
、

あ
る
い
は
困
難
に
す
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
。
一
地
域
の
企
業
家
た
ち
は
他
の
地
域
の
企
業
家
を
排
斥

す
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
。
「
組
織
さ
れ
た
」
労
働
者
た
ち
は
「
組
織
さ
れ
て
い
な
い
」
労
働
者
か
ら
あ

ら
ゆ
る
仕
事
を
取
り
上
げ
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
。
あ
る
一
国
の
労
働
者
た
ち
は
「
国
民
国
家
市
場
」

か
ら
他
国
の
労
働
者
を
排
除
す
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
。
あ
る
一
都
市
の
労
働
者
は
他
都
市
の
労
働
者

を
排
斥
す
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
い
く
つ
か
の
都
市
に
住
ん
で
い
る
靴
屋
た
ち
は
、

入
市
関
税
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
外
部
に
住
ん
で
い
る
靴
屋
の
作
っ
た
靴
の
販
売
を
不
可
能
に
す

る
こ
と
を
試
み
た
（
２
）

。 

 

古
典
的
な
政
治
経
済
学
が
法
律
に
よ
っ
て
生
じ
る
取
得
の
問
題
に
専
念
し
た
の
は
、
税
効
果
を
通
し
て

に
す
ぎ
ず
、
ま
た
税
効
果
を
非
難
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ど
の
科
学
に
と
っ
て
も
そ
の
研
究
分
野

を
限
定
す
る
こ
と
は
一
つ
の
権
利
で
も
あ
り
必
要
性
で
も
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
点
で
は
、
政
治
経
済
学
が

採
用
し
た
方
法
に
反
対
し
て
い
う
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
一
現
象
の
さ
ま
ざ
ま
の
部

分
を
分
析
に
よ
っ
て
分
離
し
そ
れ
ら
を
別
々
に
研
究
し
た
後
で
は
、
現
実
に
つ
い
て
の
あ
る
観
念
を
も
つ

た
め
に
は
綜
合
が
必
要
で
あ
り
、
諸
部
分
を
再
統
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
は
法
律
に

よ
る
取
得
を
研
究
せ
ず
に
済
ま
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
現
象
を
認
識
し
よ
う
と
欲
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
何
か
別
の
科
学
に
よ
っ
て
で
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
に
重
要
な
部
分
を
無
視
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
保
護
主
義
シ
ス
テ
ム
は
正
確
に
言
え
ば
、
企
業
家
と
資
本
家
の
社
会
主
義
を

表
現
し
て
い
る
。 

（
１
）
事
実
は
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
引
く
ま
で
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ラ
ボ
ッ
ク
（Lubbock

）
に
よ
っ
て

引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
セ
ロ
ン
・
ア
イ
ア
ー
（Selon E

yre

）
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
若
者
が
一
人
の
女
性

を
評
価
す
る
の
は
主
と
し
て
奴
隷
と
し
て
の
奉
仕
の
故
で
あ
る
。
若
者
に
何
故
に
彼
ら
は
女
性
を
得
た
い
と
思
う
の

か
、
と
尋
ね
る
な
ら
ば
、
普
通
彼
ら
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
は
身
の
回
り
の
も
の
、

水
、
食
物
を
自
分
に
あ
て
が
っ
て
く
れ
、
自
分
の
も
の
を
持
ち
運
ん
で
く
れ
る
か
ら
、
…
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
土
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い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
過
去
の
歴
史
と
現
在
の
観
察
は
、
人
々
が
集
団
に
分
か
れ
て
お
り
、
各
集
団
は

一
般
に
経
済
的
財
を
、
一
部
は
直
接
的
に
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
一
部
は
他
の
集
団
か
ら
奪
う

こ
と
に
よ
っ
て
―
こ
の
他
者
の
集
団
も
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
千
々
に
錯
綜
し
、
と
て
つ
も
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
、
直
接
間
接
の
効
果
を
も
た
ら

す
。
各
集
団
が
一
種
の
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
工
業
家

は
い
く
つ
か
の
商
品
を
生
産
し
、
彼
ら
が
使
用
し
て
い
る
商
品
に
か
か
っ
て
い
る
保
護
関
税
の
ゆ
え
に
税

金
を
払
い
、
そ
し
て
こ
の
税
金
は
他
の
工
業
家
、
農
業
家
、
商
人
等
の
集
団
の
と
こ
ろ
に
行
く
。
彼
ら
は

そ
の
他
に
、
紙
幣
の
発
行
と
い
う
立
場
主
張
の
た
め
の
代
価
、
あ
る
い
は
貨
幣
流
通
に
関
し
て
取
ら
れ
た

対
策
の
た
め
の
代
価
、
ま
た
政
治
家
へ
の
献
金
、
彼
ら
が
好
都
合
と
判
断
す
る
い
く
つ
か
の
偏
見
を
維
持

す
る
た
め
の
代
価
を
支
払
う
。
そ
の
代
り
に
彼
ら
は
、
彼
ら
の
生
産
物
と
競
争
し
え
た
外
国
の
生
産
物
に

か
け
ら
れ
た
保
護
関
税
の
お
か
げ
で
消
費
者
か
ら
の
支
払
い
を
受
け
、
紙
幣
発
行
の
お
か
げ
で
、
あ
る
い

は
労
働
者

ウ

ヴ

リ

エ

が
労
働
の
販
売
条
件
に
つ
い
て
自
由
に
議
論
す
る
の
を
妨
害
す
る
た
め
に
政
府
が
取
る
対
策
（
１
）

の
お
か
げ
で
、
働
く
人
間

ト
ラ
ヴ
ァ
エ
ー
ル

か
ら
支
払
い
を
受
け
、
政
府
の
調
達
物
を
好
意
的
な
価
格
で
落
札
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
納
税
者
か
ら
ま
き
上
げ
る
、
等
。
あ
る
種
の
工
業
家
集
団
に
と
っ
て
は
帳
尻
が
ど
ち
ら
に
傾
い

て
い
る
か
を
見
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
別
の
工
業
家
集
団
に
と
っ
て
は
、
社
会
一
般
に
と
っ
て
富
の
莫

大
な
破
壊
を
も
た
ら
す
こ
の
よ
う
な
機
構
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
得
を
し
て
い
る
の
か
損
を
し
て
い
る
の

か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
相
互
的
略
奪
の
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
利
害
関
係
者
た
ち
に
提
供
す

る
で
あ
ろ
う
損
益
計
算
に
お
い
て
当
事
者
が
間
違
っ
た
ケ
ー
ス
は
稀
で
は
な
い
。
多
分
国
家
社
会
主
義
は

い
く
つ
か
の
集
団
に
対
し
て
残
酷
な
幻
滅
を
用
意
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

政
府
は
し
ば
し
ば
は
る
か
に
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
。
非
常
に
多
数
の
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
るStatut des travailleurs

（
労
働
者
身
分
規
定
）。
今
日
の
こ
と
で
言
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
政
府

は
、
自
由
な
刈
取
り
労
働
者
が
要
求
す
る
賃
金
を
高
す
ぎ
る
と
思
い
支
払
い
た
く
な
か
っ
た
地
主
の
収
穫
を
行
な
わ

せ
る
た
め
に
、
兵
士
た
ち
を
派
遣
し
た
。
一
般
的
に
、
ま
た
大
ま
か
に
言
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
で
は
貧
乏
人
か
ら
奪
う

の
は
金
持
ち
で
あ
り
、
他
の
国
々
で
は
金
持
ち
か
ら
奪
う
の
は
貧
乏
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
２
）
一
九
〇
一
年
七
月
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
そ
の
他
の
地
方
か
ら
輸
入
さ
れ
る
家
具
に
対
す
る
入
市
保
護
関
税

が
ヴ
ェ
ニ
ス
の
市
会
に
提
案
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ニ
ス
に
は
自
然
の
原
動
力
が
存
在
せ
ず
、
賃
金
は
上
昇
し
て
お
り
、
木

材
が
な
い
、
等
を
挙
げ
て
市
会
は
そ
れ
を
正
当
と
し
た
。
Ｅ
・
シ
エ
ザ
（E

. C
hiesa

）
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

l’Italia del popolo

、
一
九
〇
一
年
七
月
七
日
で
す
ぐ
れ
た
記
事
を
書
い
て
い
る
が
、
も
し
国
家
と
国
家
の
間
で
の

保
護
関
税
の
有
効
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
市
と
市
の
間
の
保
護
関
税
も
同
じ
く
正
当
化
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る

の
は
尤
も
で
あ
る
。
Ｆ
・
パ
パ
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
（F. Papafava

）
氏
は
大
い
な
る
機
智
で
も
っ
て
こ
の
保
護
主
義
的
な

気
分
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
パ
ド
ゥ
ア
（Padoue

）
に
、
地
方
新
聞

を
ミ
ラ
ノ
や
ロ
ー
マ
、
ト
リ
ノ
の
新
聞
と
の
競
争
か
ら
守
る
た
め
の
保
護
関
税
を
設
け
た
ら
ど
う
か
と
愉
快
に
提
案

し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

地
に
生
ま
れ
育
っ
た
女
性
を
調
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
頭
に
恐
ろ
し
い
傷
跡
を
も
っ
て
い
な
い
者
、
体
全
体
に
槍
で
つ

か
れ
た
跡
を
も
っ
て
い
な
い
者
を
見
つ
け
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
私
は
体
中
全
く
傷
だ
ら
け
の
若
い
女
を
見
た
こ

と
が
あ
る
。
も
し
女
性
が
あ
ま
り
可
愛
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
女
の
立
場
は
、
そ
れ
が
可
能
な
ら
ば
の
こ
と
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
一
層
恐
ろ
し
い
も
の
に
な
る
。
」 
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一
般
に
、
個
々
の
人
間
が
集
団
を
形
成
し
他
者
の
財
の
征
服
に
向
っ
て
進
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、

い
く
つ
か
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
一
．
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
余
り
分
散
し
て
い
て
は
な
ら
ず
、
容
易
に

見
分
け
の
つ
く
一
特
徴
、
例
え
ば
同
一
人
種
、
同
一
宗
教
、
同
一
職
業
、
等
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
消
費
者
た
ち
は
生
産
者
た
ち
の
組
合
に
対
し
て
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
自
ら
を

組
織
化
し
よ
う
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
成
功
し
え
な
い

も
効
力
あ
る
原
因
の
一
つ
が
あ
る
。
例
え
ば
現
在

の
我
々
の
国
々
で
は
す
べ
て
の
人
々
が
多
少
と
も
衣
服
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
う
ち
既
製

服
だ
け
を
着
る
者
は
非
常
に
少
数
し
か
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
服
を
着
る
と
い
う
こ
と
で
は
人
々
の
な
か
の

あ
る
集
団
を
確
認
す
る
と
い
う
点
で
は
役
に
立
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
服
を
作
製
す
る
と
い
う

こ
と
は
そ
の
作
る
集
団
を
完
全
に
確
認
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
二
．
文
明
の
数
世
紀
は
人
間
の

脳
に
、
他
人
の
財
を
奪
う
こ
と
は
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
刻
み
つ
け
た
。
こ
の
感
情
を
直

接
的
に
傷
つ
け
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
他
人
の
財
の
私
物
化

の
た
め
の
間
接
的
方
法
を
採
用
し
（
１
）

、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
理
由
を
発
見
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
大
き
な
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

悪

の
理
由
で
も
、
そ
れ
が
強
力
な
利
益
に
役
立
ち
偏
見
が
大
目
に
見
ら
れ
る
と
き
に
は
本
当
だ
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
大
部
分
の
人
々
が
自
ら
の
利
益
を
確
信
し
て
い
る
と
き
に
は
、
転
向
者
は
説
教
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
空
疎
な
慣
用
語
法
、
実
体
の
な
い
外
見
だ
け
の
、
大
仰
で
感
情
主
義
的
な
公
式
、
抽
象
的
で

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
文
章
、
あ
い
ま
い
で
不
安
定
な
、
意
味
が
何
ら
決
ま
っ
て
い
な
い
表
現
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
、
彼
ら
に
は
用
の
な
い
真
理
で
は
な
く
、
彼
ら
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
、
あ
る
い
は
単
に
快
い

だ
け
の
、
行
為
の
正
当
化
を
求
め
る
人
間
の
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
十
八
世
紀
の
終
り
や
、
現
代
の
よ
う
に
、
被
略
奪
者
自
身
が
「
感
受
性
」
と
か
「
連
帯
」
と
か

に
関
す
る
彼
ら
の
倫
理
的
宣
言
に
よ
っ
て
、
略
奪
を
正
当
化
し
そ
れ
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
引
き
受
け
て

い
る
よ
う
な
時
代
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 

 

問
題
を
非
常
に
単
純
に
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
集
団
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
何
も
ろ
く
な
も
の
を
つ

く
り
出
さ
ず
、
代
価
を
支
払
わ
ず
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
支
払
わ
ず
、
た
だ
受
け
取
る
だ
け
の
人
々
の
集

団
で
あ
る
。

も
多
数
で

も
重
要
な
別
の
人
々
は
直
接
的
に
財
を
つ
く
り
出
し
、
そ
し
て
非
常
に
し
ば

し
ば
、
代
価
を
支
払
い
、
し
か
も
受
け
取
ら
ず
、
あ
る
い
は
ほ
ん
の
些
細
な
も
の
し
か
受
け
取
ら
な
い
。

こ
れ
が
し
ば
し
ば
働
く
人
間
の
運
命
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
じ
く
、
あ
る
種
の
体
制
が
将
来
に
お
い
て
企

業
家
や
資
本
家
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
運
命
で
も
あ
る
。 

（
１
） 

バ
ス
テ
ィ
ア
、
『
コ
ブ
デ
ン
と
同
盟
』（B

astiat, Cobden et la Ligue, G
uillaum

in et C
ie p.265

）。
コ
ブ
デ

ン
同
盟
の
弁
舌
さ
わ
や
か
な
演
説
家
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
何
と
い
う
こ
と
だ
！
も
し
今
日
の
穀
物
法
が
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
し
内
閣
が
パ
ン
に
対
す
る
税
金
の
法
案
を
敢
え
て
提
出
し
て
い
た
な
ら
ば
、
も
し

内
閣
が
パ
ン
ご
と
に
価
格
の
四
分
の
一
、
―
も
ち
ろ
ん
パ
ン
屋
が
消
費
者
に
支
払
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
税
金
な
の

で
あ
る
が
―
そ
れ
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
パ
ン
屋
の
入
り
口
に
担
当
官
を
置
く
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
抑
圧
を
支

持
す
る
人
物
が
国
全
体
で
一
人
で
も
い
る
で
あ
ろ
う
か
（p.266

）
。
私
は
優
雅
な
伯
爵
が
…
パ
ン
の
大
部
分
を
取

り
、
『
こ
れ
が
私
の
分
だ
、
税
金
の
取
り
分
だ
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
残
り
を
食
す
る
が
よ
い
』
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
た

い
も
の
だ
と
思
う
。
も
し
税
金
が
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
形
で
天
引
き
さ
れ
る
な
ら
ば
貴
方
が
た
は
こ
れ
を
我
慢

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
が
、
貴
族
が
別
の
形
で
や
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」 
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も
明
白
な
論
理
的
矛
盾
で
も
本
物
の
信
仰
者
の
信
念
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
投
機
家
」
を
激
し
く
非
難
す
る
人
々
が
、
一
方
で
は
小
麦
価
格
の
高
騰
の
故
に
彼
ら
を
非
難
し
、
他
方

で
は
小
麦
価
格
を
下
げ
る
こ
と
を
非
難
す
る
の
が
し
ば
し
ば
聞
え
る
。
か
く
し
て
投
機
家
は
何
が
起
ろ
う

と
も
つ
ね
に
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
農
民
に
向
っ
て
も
の
を
言
う
と
き
に
は
彼
ら
は
小
麦
価
格
が

低
い
原
因
は
投
機
家
で
あ
る
と
言
い
、
労
働
者
に
向
っ
て
語
る
と
き
に
は
、
こ
の
同
じ
投
機
家
が
高
い
小

麦
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
断
言
す
る
。「
連
帯
」
の
論
理
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
矛
盾
す
る
命
題
が
同
時

に
真
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
通
常
の
論
理
に
お
い
て
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
ば

し
ば
な
ん
で
あ
れ
論
証
そ
の
も
の
が
消
滅
し
（
１
）

、
人
々
を
引
っ
張
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
あ
る
適
当
な
名

辞
、
あ
る
事
物
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
が
生
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
感
情
を
彼
ら
に
抱
か
せ
る
だ
け
で
十
分
で

あ
る
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
、
ま
た
ど
こ
で
も
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
テ
ネ
の
民
衆
に
小
麦
の
安

値
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
か
ら
自
ら
の
望
む
も
の
を
獲
得
し
た
人
々
が
い
た
（
２
）

。
中
世
に
お
い
て
は

も
勇
気
あ
る
人
間
で
も
、
異
端
、
マ
ニ
教
的
二
元
論
、
異
教
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
と
呼
ば
れ
は
し
な
い

か
と
お
び
え
て
い
た
。
十
八
世
紀
の
終
り
の
時
代
に
は
、
「

サ
ン
シ
ブ
ル

感
じ
や
す
い
」
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
革
命

時
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
美
徳
」
、
「
公
民
精
神
」
、
「

サ
ン
キ
ュ
ロ
テ
ィ
ス
ム

過
激
共
和
主
義
」
が
大
い
に
尊
敬
さ
れ
た
（
３
）

。
二
人
の
ブ

ル
ー
タ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
毒
薬
が
あ
ら
ゆ
る
議
論
に
ほ
と
ん
ど
必
ず
登
場
し
た
。
ロ
ー
マ
共
和
派
の
「
美

徳
」
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
模
範
と
し
て
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
伝
統
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
が
、
ロ
ー
マ
国
民
が
「
彼
ら
の
指
導
者
を
選
ん
だ
」
の

と
同
じ
方
法
で
、
共
和
国
の
大
統
領
を
選
出
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
」
指
導

者
に
よ
っ
て
、

近
再
興
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
（
訳
注 : 

テ
ー
ヌ
の
）
着
想
は
真
に
す
ぐ
れ
た
歴
史
的
研

究
の
、
あ
る
種
の
深
み
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

（
３
） 

テ
ー
ヌ
（Taine

）
は
少
し
く
広
い
範
囲
で
、
そ
し
て
ど
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
精
神
状
態
を
見
事
に
描
い
て
い
る
。

「
今
朝
小
売
店
の
入
り
口
の
と
こ
ろ
で
立
っ
て
い
る
と
き
、
私
は
か
ぼ
ち
ゃ
の
薄
切
り
を
値
切
っ
て
い
る
乞
食
の
声

を
聞
い
た
。
小
売
人
と
値
段
に
つ
い
て
折
り
合
い
が
つ
か
な
か
っ
た
と
き
そ
の
乞
食
は
、
お
ぬ
し
は
『
貴
族
制
に
毒

さ
れ
て
い
る
』
と
そ
の
小
売
人
に
言
っ
た
。
『
私
は
お
前
の
言
う
こ
と
な
ど
恐
く
な
い
』
と
そ
の
小
売
人
は
言
っ
た
。

（
２
） 

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
、A

ristoph., Equit., 1359-1360.

「
審
判
者
た
ち
よ
、
も
し
諸
君
が
こ
の
被
告
を
有
罪
に

し
な
け
れ
ば
、
諸
君
は
パ
ン
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」 

（
１
） 

Ｇ
・
ル
・
ボ
ン
『
群
衆
の
心
理
学
』（G

. Le B
on, Psych. des foules

）
一
〇
一
頁
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。
「
我
々
は
す
で
に
群
衆
と
い
う
も
の
は
論
証
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
粗
雑
な
観
念
連

合
の
み
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
群
衆
に
印
象
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
演
説
家
が
訴
え

る
の
は
彼
ら
の
感
情
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
理
性
に
対
し
て
で
は
な
い
。
論
理
法
則
は
彼
ら
に
対
し
て
何
ら

の
作
用
も
及
ぼ
さ
な
い
。
」
一
〇
二
頁
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
少
し
く
緻
密
な
論
理
の
連
鎖
に
は
征
服
さ
れ
る
こ

と
に
慣
れ
て
い
る
論
理
的
精
神
の
持
ち
主
は
、
群
衆
に
向
か
っ
て
も
の
を
言
う
時
で
も
こ
の
論
理
的
説
得
様
式
に
訴

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
つ
ね
に
自
分
の
話
の
効
果
の
な
さ
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」

こ
の
指
摘
に
は
し
か
し
次
の
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
群
衆
と
い
う
も
の
は
論
理

を
愛
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
論
理
の
見
せ
か
け
は
好
む
と
い
う
点
で
あ
る
。
群
衆
を
説
得
す
る
た
め
に

は
、
論
証
し
て
は
な
ら
な
い
。
論
証
し
て
い
る
風
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
群
衆
を
内
容
的
に

道
徳
を
破
壊
す
る
方
向
に
導
く
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
が
、
道
徳
を
尊
重
す
る
風
を
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ

る
。 
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経
済
学
者
た
ち
は
人
間
の
行
為
を
決
定
す
る
動
機
と
し
て
論
証
と
い
う
こ
と
に
余
り
に
重
要
性
を
付
与

し
す
ぎ
る
と
い
う
誤
謬
を
お
か
し
て
き
た
（
１
）

。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
敵
対
者
の
理
論
の
空
虚
さ
と
誤
謬
を

明
ら
か
に
す
れ
ば
そ
れ
ら
を
無
力
化
し
う
る
も
の
と
信
じ
て
き
た
。
コ
ブ
デ
ン
同
盟
の
成
功
は
大
い
に
こ

の
錯
覚
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
人
々
は
こ
の
成
功
は
偏
見
に
対
す
る
理
性
の
勝
利
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、

そ
れ
は
単
に
あ
る
種
の
利
益
の
他
の
利
益
に
対
す
る
勝
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
政
治
経
済

学
全
体
が
自
由
主
義
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
バ
ス
テ
ィ
ア
の
見
事
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
自
由
主
義
の
教
義

を
普
及
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
護
主
義
は
重
大
な
反
対
に
遭
遇
す
る
こ
と

も
な
く
勝
利
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
現
象
が
イ
タ
リ
ア
で
も
起
こ
っ
た
。
カ
ヴ
ー
ル
（C

avour

）
、
ミ
ン
ゲ

ッ
テ
ィ
（M

inghetti

）
、
ペ
ル
ッ
ツ
ィ
（Peruzzi

）
と
い
っ
た
政
治
家
た
ち
は
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
。

フ
ェ
ッ
ラ
ラ
（Ferrara

）
、
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ニ
（Pantaleoni

）
、
ボ
ッ
カ
ル
ド
（B

occardo

）
、
デ
・
ヴ

ィ
テ
ィ
（D

eViti

）
、
マ
ッ
ツ
ォ
ー
ラ
（M

azzola

）
、
マ
ル
テ
ロ
（M

artello

）
、
デ
・
ヨ
ハ
ニ
ス
（D

e 
Johannis

）
、
ダ
ッ
ラ
・
ヴ
ォ
ル
タ
（D

allaVolta

）
、
ジ
レ
ッ
テ
ィ
（G

iretti

）
、
ト
ッ
デ
（Todde

）、
そ

の
他
の
経
済
学
者
た
ち
は
ま
だ
自
由
主
義
的
学
説
を
教
え
て
い
た
。
あ
る
日
一
つ
の
利
益
同
盟
が
保
護
主

義
的
政
策
へ
の
決
定
的
な
復
帰
を
強
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
イ
タ
リ
ア
で
も
戦
闘
が
行
な
わ
れ
た
の
は
学

説
の
戦
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
利
害
の
戦
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
保
護
主
義
者
た
ち
が
学
問
的
に
重
要

 

今
日
「
連
帯
」
と
い
う
こ
と
ば
が
流
行
に
な
っ
て
い
る
。
一
八
四
八
年
に
は
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
た
が

現
在
で
は
少
し
流
行
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
「
友
愛
」
に
と
っ
て
代
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
各

人
が
自
分
流
に
「
連
帯
」（
１
）

と
い
う
こ
と
ば
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
や
そ
の
他
類
似

の
言
葉
を
愛
用
せ
し
め
る
の
は
ま
さ
に
受
け
取
り
方
の
曖
昧
模
糊
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
が
他
者
と
連

帯
関
係
に
あ
る
と
表
明
す
る
と
き
、
そ
れ
は
一
般
に
他
者
の
た
め
に
何
か
を
獲
得
し
て
や
る
た
め
で
あ
っ

て
、
彼
に
何
か
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
保
護
」
と
い
う
こ
と
ば
は
流
行
お
く
れ
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
大

い
に
使
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
「
国
民
的
」
と
い
う
形
容
語
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
に
強

化
さ
れ
る
。
国
民
的
産
業
、
国
民
的
農
業
、
等
の
保
護
を
持
ち
出
す
こ
と
、
こ
れ
は
反
駁
の
余
地
の
な
い

理
由
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
１
） 

労
働
者
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
を
収
奪
し
た
い
と
願
う
の
も
、
自
分
た
ち
の
仕
事
か
ら
他
の
労
働
者
を
排
斥
す
る
の
も
、

新
入
り
の
数
を
制
限
し
、
一
定
数
の
若
者
が
生
活
の
糧
を
手
に
入
れ
る
の
を
妨
げ
る
の
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
場
合
の
よ
う
に
、
可
能
な
場
合
に
は
外
国
人
労
働
者
の
移
民
を
妨
げ
る
法
律
を
制
定
さ
せ
た
の
も
、

「
連
帯
」
の
精
神
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
彼
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
む
し
ろ
「
各
人
は
己
れ
の
た
め
に
」
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

   

し
か
し
話
し
て
い
る
間
に
小
売
人
は
青
ざ
め
、
そ
し
て
付
け
加
え
た
。
私
の
公
民
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
試
練
に
耐
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
…
ま
あ
そ
れ
だ
か
ら
か
ぼ
ち
ゃ
は
も
っ
て
行
き
な
さ
い
。
―
あ
あ
、
そ
れ
で
こ
そ
あ
ん
た
は
立
派

な
共
和
主
義
者
だ
、
と
そ
の
乞
食
は
言
っ
た
。
」
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
、Aristophane, Vesp., 493-495.  

「
あ
る
人
が
に
し
ひ
め
じ
を
買
っ
て
い
わ
し
を
買
お
う
と

し
な
い
場
合
に
は
、
い
わ
し
を
売
っ
て
い
る
商
人
が
す
ぐ
横
か
ら
言
う
。
『
こ
の
男
の
食
糧
貯
蔵
庫
か
ら
は
専
制
の

に
お
い
が
す
る
。
』」A

char., 910-925 

も
参
照
。
今
日
、
人
は
反
連
帯
の
罪
で
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
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か
く
し
て
関
税
保
護
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
価
格
を
上
昇
さ
せ
、
も
し
労
働
者
が
自
分
た
ち
の
賃
金
を
増

や
す
た
め
に
団
結
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
犠
牲
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
支
出
は

増
大
す
る
が
、
彼
ら
の
収
入
は
一
定
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
八
七
年
か
ら
一
九

〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
イ
タ
リ
ア
で
実
際
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
政
治
家
た
ち
は
関
税
を
増
加
さ
せ
る
た

め
に
他
の
人
々
に
支
払
わ
せ
た
。
産
業
家
と
海
軍
業
者
は
巨
大
な
財
産
を
つ
く
っ
た
。
農
業
労
働
者
大
衆

が
全
て
を
支
払
っ
た
。
こ
の
不
幸
な
小
作
た
ち
が
同
じ
賃
金
の
ま
ま
で
あ
り
、
彼
ら
の
ま
わ
り
で
は
全
て

が
値
上
り
し
、
そ
の
結
果
彼
ら
の
苦
し
み
は
耐
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
た
。
自
由
主
義
者
た
ち
は
彼
ら
農

民
に
、
保
護
主
義
に
反
対
す
る
よ
う
に
勧
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
や
り
方
は
実
際
的
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
第
一
に
こ
の
よ
う
な
論
証
は
小
作
た
ち
の
と
こ
ろ
ま
で
届
か
な
か
っ
た
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
論
証

が
彼
ら
の
と
こ
ろ
ま
で
届
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

後
に
仮
に
彼
ら

が
理
解
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
収
奪
が
取
る
と
こ
ろ
の
多
様
な
形
態
と
闘
う
手
段
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
。

小
抵
抗
線
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
発
見
し
た
の
は
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

 

生
産
者
の

大
部
分
が
国
家
の
保
護
に
よ
っ
て
他
者
の
財
を
領
有
す
る
と
き
に
は
、
何
も
要
求
し
な
い

者
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
り
さ
え
す
る
。
彼
は
代
価
を
支
払
っ
て
も
何
も
受
け
取
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
彼
は
天
引
き
さ
れ
た
分
を
取
り
戻
す
目
的
の
た
め
だ
け
で
も
、
ケ
ー
キ
の
自
分
の
分
け
前
を
要
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
主
人
の
夕
食
を
運
ん
だ
犬
の
寓
話
で
あ
る
。
そ
の
犬
は
ま
ず
他
の
犬
た

ち
か
ら
主
人
の
夕
食
を
守
り
、

後
に
は
そ
の
夕
食
の
中
の
自
分
の
分
け
前
を
ぱ
く
り
と
や
っ
て
満
足
す

る
。 

 

た
し
か
に
科
学
的
論
証
が
こ
う
し
た
現
象
と
絶
対
的
に
無
縁
で
あ
る
と
か
、
コ
ブ
デ
ン
同
盟
の
成
功
に

科
学
的
論
証
が
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
と
か
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
軽
微
な
間
接
的
影
響
も
与

え
て
い
な
い
と
か
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
現
象
の
決
定
的
原
因
で
あ

る
と
言
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。 

で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
貿
易
主
義
者
は
実
践
的
に
重
要
で
は
な
か
っ
た
。

き
ん金

は
説
得
し
雄
弁
に

は
何
の
力
も
な
い
（A

uro suadente, nil potest oratio

）
。 

（
１
） 

Ｆｒ
・
ポ
ー
ラ
ン
（Fr. Paulhan

）
は
『
論
理
的
精
神
と
虚
偽
の
精
神
』（Esprits logiques et esprits faux

）

三
三
一
頁
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「

良
の
根
拠
が
個
々
人
の
願
望
や
利
害
を
前
に
し
て
は
い
か
に
無
力
た
ら
ざ
る

を
え
な
い
か
、
議
論
が
い
か
な
る
力
で
、
し
ば
し
ば
い
か
に
実
り
豊
か
に
、
時
に
は
い
か
に
柔
軟
に
、
そ
し
て
ほ
と

ん
ど
つ
ね
に
い
か
な
る
粘
り
強
さ
で
、
排
除
さ
れ
、
裏
返
さ
れ
、
真
価
を
認
め
ら
れ
ず
、
変
質
歪
曲
さ
れ
る
か
、
誰

も
が
確
認
で
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
情
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
あ
る
観
念
に
対
し
て
単
に
知
的
な
構
想
を
対

置
す
る
こ
と
に
よ
る
成
功
を
あ
ま
り
に
重
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
素
朴
さ
に
首
を
ひ
ね
る
の
が
順
当
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
説
得
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
人
々
の
、
か
な
り
し
ば
し
ば
無
意
識
的
で
、
意
図
的
で
は
な
い
虚
偽
性
が

す
べ
て
の
人
々
を
驚
か
せ
て
き
た
。
誠
実
で
、

善
を
尽
く
し
て
検
討
す
る
人
々
で
さ
え
、
強
情
を
張
っ
て
そ
の
他

の
人
々
と
ほ
と
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
な
い
形
で
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
知
性
は
少
し
く
活
発
な
感
情

の
圧
力
を
も
の
と
も
せ
ず
正
常
に
機
能
す
る
ほ
ど
に
自
由
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
側
に
お
い
て
も
、
願

望
に
有
利
に
作
用
す
る
観
念
は
、
必
要
な
一
定
数
の
誤
謬
、
論
理
的
矛
盾
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
維
持
さ
れ
る
。
」 

そ
れ
ゆ
え
、
十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
る
真
理
は
存
在
す
る
が
、
大
部
分
の
人
々
は
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
帰
結
を
ち

ょ
う
ど
引
き
出
そ
う
と
す
る
そ
の
時
点
で
立
ち
止
ま
る
。 
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注
目
に
値
す
る
あ
る
奇
妙
な
状
況
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
自
己
の
財
を
守
る
た
め
よ
り
も

他
人
の
財
を
奪
い
取
る
こ
と
の
た
め
に
は
る
か
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と

が
し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
人
口
三
千
万
の
あ
る
国
で
、
何
ら
か
の
口
実
を
も
う
け
て
、
各
市

民
に
一
年
に
つ
き
一
フ
ラ
ン
を
支
払
わ
せ
、
そ
の
総
額
を
三
十
人
の
人
物
の
あ
い
だ
で
分
配
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
る
と
想
定
し
よ
う
。
奪
わ
れ
る
方
の
各
人
は
年
間
一
フ
ラ
ン
を
支
払
い
、
奪
う
方
の
各
人
は
百

万
フ
ラ
ン
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
振
舞
い
は
両
方
の
側
で
非
常
に
違
っ
た
も
の
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
年
毎
に
百
万
フ
ラ
ン
獲
得
し
よ
う
と
願
う
人
々
は
夜
も
昼
も
休
む
こ
と
な
く
活
動
し
つ
づ
け
る

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
月
刊
雑
誌
に
奉
仕
し
、
支
持
者
を
つ
く
ろ
う
と
務
め
る
で
あ
ろ
う
。
…
奪
わ
れ
る
方

で
は
、
活
動
は
は
る
か
に
小
さ
い
。
選
挙
運
動
を
す
る
た
め
に
は
金
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
各
市

民
か
ら
数
サ
ン
チ
ー
ム
の
金
を
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
妨
害
す
る
、
乗
り
越
え
が
た
い
、
実
際
的
な

い
く
つ
か
の
困
難
が
存
在
す
る
。
…
あ
る
個
人
が
、
一
フ
ラ
ン
を
課
す
る
に
す
ぎ
な
い
税
金
が
設
け
ら
れ

る
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
願
っ
て
十
二
フ
ラ
ン
を
拠
金
す
る
の
は
、
た
だ
博
愛
心
に
よ
っ
て
の
み
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
経
済
的
に
は
彼
は
間
違
っ
た
取
引
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）

。
」
も
う
一
つ
別
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

公
務
員
の
「

低
給
与
」
を
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
措
置
の
結
果
と
し
て
給
与
の
増

額
に
あ
ず
か
る
者
た
ち
は
、
彼
ら
が
そ
こ
に
見
出
す
利
益
を
完
全
に
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
と
そ
の

友
人
た
ち
は
、
彼
ら
に
こ
の
天
来
の
恵
み
を
配
分
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
候
補
者
た
ち
を
成
功
さ
せ
る
た

め
に
出
来
る
限
り
動
き
回
る
で
あ
ろ
う
。
給
与
の
増
額
分
を
支
払
う
者
た
ち
は
と
言
え
ば
、
彼
ら
の
そ
れ

ぞ
れ
は
、
税
金
に
よ
っ
て
彼
ら
か
ら
奪
い
取
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
多
大
の
困
難
を
感

じ
、
た
と
え
よ
う
や
く
そ
れ
を
理
解
し
た
と
し
て
も
、
金
額
は
余
り
大
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
大
抵
の
場
合
彼
ら
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
さ
え
し
な
い
。
彼
ら
は

自
分
た
ち
に
は
少
し
も
関
係
の
な
い
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
措
置
に
つ
い
て
の

議
論
を
上
の
空
で
聞
い
て
い
る
。
納
税
者
に
理
解
さ
せ
る
の
が

も
困
難
な
こ
と
の
一
つ
は
、
一
フ
ラ
ン

の
十
倍
は
十
フ
ラ
ン
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
税
金
の
増
額
が
徐
々
に
行
な
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
全

体
と
し
て
高
額
に
な
る
の
で
あ
り
、
一
挙
に
税
金
を
引
き
あ
げ
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
怒
り
の
爆
発
を
引

き
起
こ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
う
手
段
を
用
い
て
地
主
た
ち
に
耕
作
契
約
の
一
定
の
改
善
を
課
す
る
、
抵
抗
同
盟

．
．
．
．
に
小

作
民
た
ち
を
組
織
し
た
。
小
作
民
た
ち
は
、
こ
の
努
力
が
成
功
で
も
っ
て
終
っ
た
場
合
に
は
、
彼
ら
が
奪

わ
れ
た
も
の
の
一
部
を
取
り
返
す
こ
と
に
な
る
（
１
）

。
社
会
主
義
者
た
ち
が
小
作
民
を
行
動
さ
せ
る
た
め
に

彼
ら
に
与
え
る
理
屈
は
大
し
て
重
要
で
は
な
い
。
そ
れ
が
い
か
な
る
論
理
的
価
値
も
科
学
的
価
値
も
持
た

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
人
を
説
得
す
る
に
必
要
な
性
質
を
も
つ
こ
と
は
あ
り

う
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
全
く
こ
の
点
で
あ
る
。
多
分
い
ま
始
っ
て
い
る
運
動
は
小
作
民
た
ち
が
取
ら

れ
た
分
だ
け
を
取
り
返
す
と
い
う
点
を
越
え
る
で
あ
ろ
う
。
収
奪
さ
れ
た
あ
と
で
、
今
度
は
彼
ら
が
収
奪

者
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
こ
の
不
幸
な
小
作
人
た
ち
の
財
の
略
奪
に
よ
っ
て
か
く
も
長
い
間
富

ん
で
い
た
人
間
た
ち
は
、
彼
ら
が
播
い
た
も
の
の
み
を
収
穫
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

も
し
全
て
の
価
格
が
同
じ
比
率
で
、
例
外
な
く
、
上
昇
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
単
純
に
、
経
済

的
均
衡
の
出
発
点
に
戻
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
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こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
措
置
が
適
用
さ
れ
る
人
々
の
性
格
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て

も
必
要
で
あ
る
。
も
し
こ
の
特
徴
が
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
も
の
と
は
全
く
違
う

も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、

初
い
か
に
そ
れ
が
愚
か
し
く
見
え
る
こ
と
が
あ
る

に
し
て
も
、
着
手
実
行
で
き
る
の
は
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
で
は
な
い
。
実
現
の
問
題
は
次
の
よ
う
な
形
で

立
て
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
シ
ス
テ
ム
が
所
与
と
し
て
、
そ
れ
が
機
能
す
る
た
め

に
は
、
人
々
が
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
こ
れ
は
内

容
的
に
は
次
の
よ
う
に
別
の
形
で
一
般
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
問
題
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
社
会
シ
ス
テ
ム
が
所
与
と
し
て
、
そ
れ
は
我
々
が
知
っ
て
い
る
人
々
の
性
格
と
両
立
可
能
で
あ
ろ
う
か
、

 

そ
れ
ゆ
え
我
々
は
と
り
わ
け
社
会
シ
ス
テ
ム
の
こ
の
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
、
あ
る
措
置
が
あ
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
目
的
は
必
ず
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
と
信
ず
る
こ
と
に
は
十
分
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
目
的
は
完
全
に
失
敗
し
、
全
く
求
め
て
い

な
か
っ
た
別
の
目
的
が
成
就
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
う
る
。
昔
の
刑
法
が
盗
み
を
死
刑
に
処
し
た

の
は
盗
人
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
泥
棒
は
実
の
と
こ
ろ
消
滅
し
た
で
あ
ろ

う
か
。
中
国
の
社
会
組
織
は
政
府
を
優
良
市
民
と
碩
学
の
手
に
委
ね
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
実
際
に
起
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
解
く
べ
き
問
題
は
実
質
上
次
の
よ
う
に
な
る
。

あ
る
措
置
が
取
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
目
的
は
ど
う
で
も
よ
い
、
そ
の
実
際
の
効
果
は
ど
の
よ
う
に
な
る

か
、
で
あ
る
。 

 

改
革
者
の
大
部
分
が
こ
う
し
た
点
を
全
く
考
慮
し
な
い
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た

ち
が
提
案
し
て
設
け
る
規
則
は
つ
ね
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
適
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
少
し
で
も
観
察
す
れ
ば
、
理
論
と
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
規
則
、
あ
る
い
は
道
徳

な
い
し
は
慣
習
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
規
則
の
実
践
的
運
用
と
の
あ
い
だ
に
は
、
つ
ね
に
巨
大
な
差
異
が
存

在
し
た
こ
と
は
十
分
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
差
異
が
将
来
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
は
、

そ
れ
が
い
か
に
し
て
そ
し
て
何
故
に
起
こ
る
か
説
明
さ
れ
な
い
限
り
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
人
の
つ
く
り
出
し
た
財
を
掠
め
と
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
集
団
の
行

動
は
、
例
え
ば
私
的
所
有
の
廃
止
の
よ
う
な
、
社
会
組
織
の
根
本
的
な
変
革
ま
で
、
お
そ
ら
く
存
続
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
私
的
所
有
は
消
費
の
時
点
で
も
う
一
度
必
然
的
に
現
れ
て
く
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
消
費
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
財
の
分
配
の
た
め
に
念
入
り
に
研
究
さ
れ
た
規
則
の
完
成

度
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
規
則
は
人
間
存
在
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
人
間
存
在
が
な
す
と
こ
ろ
の
行
為
は
、
そ
の
質
と
欠
点
の
名
残
を
後
々
ま
で
と
ど
め

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
今
日
、
あ
る
階
級
に
属
す
る
人
間
に
は
つ
ね
に
非
が
あ
る
と
し
、
別
の
階
級
に

属
す
る
人
間
に
は
つ
ね
に
理
が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
労
働
裁
判
所
判
事
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
菓
子
を
、

Ａ
に
は
非
常
に
少
な
く
、
Ｂ
に
は
非
常
に
沢
山
与
え
る
と
い
う
形
で
分
け
る
「
分
配
者
」
が
生
ま
れ
る
可

能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
ゆ
え
収
奪
は
、
し
ば
し
ば
、
収
奪
さ
れ
る
側
か
ら
の
十
分
効
果
的
な
抵
抗
に
は
遭
遇
し
な
い
。
収

奪
を
終
ら
し
め
る
の
は
、
そ
れ
の
結
果
と
し
て
の
富
の
破
壊
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
の
滅
亡
を
も
た
ら
す
こ

と
も
あ
り
う
る
。
歴
史
が
我
々
に
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
収
奪
は
一
再
な
ら
ず
、
金
の
卵
を
産
む
鶏

を
遂
に
は
絞
め
殺
し
て
し
ま
っ
た
。 

（
１
）『
経
済
学
講
義
』Cours, II, § 1047. 
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存
続
す
る
の
は
感
情
の
内
容
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
形
式
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
う
る
と

い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
１
）

。
社
会
科
学
の
困
難
の
一
つ
は
ま
さ
し
く
内
容
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
式
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
お
り
、
同
じ
単
一
の
命
題
が
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
に

よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
場
合
に
は
翻
訳
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
ア
テ
ネ
民
主
制
の
古
き
良
き
時
代
か
ら
我
々
を
隔
て
る
約
二
三
〇
〇
年
は
、
人
類
の
歴
史
の

な
か
で
は
何
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
本
当
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば

一
万
年
後
に
人
が
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
我
々
は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
結

論
を
引
き
出
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
結
論
は
完
全
に
正
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
守
り
、

我
々
の
完
全
な
無
知
を
認
め
る
し
か
な
い
。
科
学
は
我
々
の
知
識
の
現
状
に
お
い
て
は
、
は
る
か
に
近
い

時
期
に
つ
い
て
専
念
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
一
世
紀
の
間
に
、
二
三
〇
〇
年
間

の
人
間
の
あ
り
方
お
よ
び
今
日
の
人
間
の
あ
り
方
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
明

す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
で
は
何
ら
の
確
率
も
も
た
な
い
命
題
、
そ
し
て
、
歯
に
衣
着

せ
ず
に
言
え
ば
、
感
傷
的
な
あ
い
ま
い
な
宣
言
で
は
な
く
、
と
て
つ
も
な
く
強
力
で
決
定
的
な
証
拠
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
命
題
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

人
々
の
性
格
と
い
う
も
の
は
変
化
す
る
と
し
て
も
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
で
あ
り
、
無
数
の
事
実
が
こ
の

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
ア
テ
ネ
の
民
主
制
は
、
同
じ
く
民
主
制
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
近
代
の
政
体
と

は
た
し
か
に
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
奴
隷
の
存
在
は
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
な
ら
ば
、
ア

テ
ネ
の
政
体
を
貴
族
階
級
の
民
主
制
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
ア
テ
ネ
の
道
徳
的
、
知
的
、
そ
し

て
物
質
的
生
活
条
件
は
近
代
人
の
そ
れ
と
は
か
な
り
隔
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
環
境
の
大
き
な
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
性
格
と
感
情
の
類
似
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

古
代
の
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
の
作
家
た
ち
の
魅
力
を
な
す
も
の
は
、
ま
さ
し
く
、
彼
ら
が
我
々
自
身
も
経

験
し
て
い
る
感
情
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
彼
ら
を
引
用
す
る
の
は
単
に
古
典
古
代
へ
の

懐
旧
の
情
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
時
も
現
在
も
真
実
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
あ
る
ラ
テ
ン
時
代
の
作
家
が
、
■Sum

m
um

 ius, sum
m

a iniuria

■ 

と
書
か
な
か
っ
た
と
し
て
も

誰
か
後
代
の
作
家
が
そ
れ
を
言
い
、
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
古
諺
は
、
不
完
全
な
法

が
不
完
全
な
存
在
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
た
国
民
の
な
か
で
の
み
生
れ
え
た
も
の
で
あ
り
、
法
と
そ
の
運
用

の
完
全
性
な
る
も
の
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
意
味
を
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
い
ま
も
な
お
引
用

さ
れ
る
事
実
は
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
条
件
が
現
在
に
お
い
て
も
な
お
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ヘ
シ
オ
ド
ス
の
な
か
に
は
、
近
代
の
作
家
も
署
名
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
莫
大
な
数
の
観
察
と
教

訓
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
が
登
場
さ
せ
た
デ
マ
ゴ
ー
グ
た
ち
は
今
日
生
き
て
い
る
デ
マ

ゴ
ー
グ
た
ち
と
ほ
と
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
な
く
、
近
代
の
デ
モ
ス
は
ア
テ
ネ
の
デ
モ
ス
と
、
取
り
違
え
る
ほ

ど
に
似
て
い
る
。 

と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

（
１
） 

引
用
し
う
る
き
わ
め
て
多
数
の
例
の
中
で
、
次
の
も
の
は
顕
著
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

ド
ル
ビ
ニ
ー
（D

’O
rbigny

）
は
ボ
リ
ビ
ア
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
（L’hom

m
e am

ericain, I

）。

谷
の
入
り
口
と
両
側
の
頂
上
の
と
こ
ろ
に
、
ど
の
道
で
も
、
私
は
大
抵
木
の
十
字
架
が
立
て
ら
れ
て
い
る
、
多
少
と
も

大
き
な
石
の
山
を
認
め
た
。
…
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
住
ん
で
い
る
ボ
リ
ビ
ア
共
和
国
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
そ
れ
ら
を
再
発

見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
そ
れ
ら
が
ア
パ
ッ
チ
（apachetas

）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
も
っ
と

後
に
な
っ
て
そ
れ
を
確
信
す
る
理
由
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
石
の
山
は
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
が
来
る
以
前
に
存
在
し
て
い
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ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
革
命
が
旧
体
制
の
や
り
方
を
用
い
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
非
常
に
見
事
に
指
摘
し

た
。
現
在
い
く
つ
か
の
国
で
権
力
に
到
達
し
た
新
し
い
社
会
階
級
は
、
か
つ
て
支
配
し
た
階
級
が
享
受
し

て
い
た
の
と
全
く
同
じ
特
権
を
自
ら
に
与
え
て
い
る
。
旧
体
制
の
も
と
で
は
、
け
ん
か
騒
ぎ
の
暴
力
行
為

に
熱
中
し
て
い
た
貴
族
た
ち
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
。
新
体
制
の
も
と
で
は
こ
の
特
権

は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
打
つ
労
働
者
の
と
こ
ろ
に
移
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
仕
事
を
続
け
た
い
と
思
う
労
働
者

 

表
面
上
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
て
敵
対
し
て
い
る
制
度
や
教
義
が
、
内
容
的
に
は
同
一
の
起
源
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
か
つ
て
同
じ
感
情
が
あ
る
種
の
人
々
の
あ
い
だ
で
は
禁
欲
主
義
的
な
形
を
取

り
、
別
の
人
々
の
あ
い
だ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
形
を
取
っ
た
。
近
代
の
作
家
た
ち
は
十
八
世
紀
末
の
作
家

た
ち
の
誤
謬
を
是
正
し
て
、
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
（Julien

）
は
少
し
も
自
由
思
想
家
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、

彼
の
異
教
再
興
は
内
容
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
敵
対
セ
ク
ト
を
つ
く
り
出
す
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
は
我
知
ら
ず
ミ
ト
ラ
、
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
の
他
の
教
義
の
中
で
花
咲
い
て
い
た
の

と
同
じ
神
秘
主
義
的
影
響
を
蒙
っ
て
い
た
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
宗
教
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
文
化
の
宗
教
の
大
部

分
と
同
じ
よ
う
に
三
位
一
体
論
的
で
さ
え
あ
る
（
１
）

。
現
代
で
も
同
じ
よ
う
な
神
秘
主
義
的
、
禁
欲
主
義
的

な
感
情
が
、
い
く
つ
か
の
社
会
主
義
的
宣
言
の
な
か
に
、
禁
酒
家
や
菜
食
主
義
者
の
宣
伝
、
子
供
を
つ
く

る
た
め
で
な
け
れ
ば
（si ce n’est liberorum

 guaerendorum
 causa

）
愛
を
感
じ
る
こ
と
を
禁
ず
る

厳
格
な
風
俗
監
督
者
の
宣
伝
の
な
か
に
、
ま
た
、
そ
の
絶
大
な
憐
憫
の
情
が
も
っ
ぱ
ら
犯
罪
者
の
身
の
上

に
だ
け
そ
そ
が
れ
て
そ
の
被
害
者
は
系
統
的
に
無
視
す
る
人
々
の
珍
論
奇
論
の
な
か
に
、
見
出
さ
れ
る
。 

（
１
） 

A
drien N

aville 

『
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
と
多
神
教
の
哲
学
』
（L’em

pereur Julien et la phylosophie du 
polythéism

e

） 

   

た
。
そ
れ
ら
は
、
切
り
立
っ
た
山
の
側
面
を
苦
労
し
て
よ
じ
登
り
な
が
ら
、
見
え
ざ
る
神
で
あ
り
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
推

進
力
で
あ
る
パ
シ
ャ
カ
マ
ッ
ク
（Pachacam

ac

）
に
対
し
て
頂
上
に
ま
で
到
達
す
る
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
を
、

道
を
た
ど
り
つ
づ
け
る
新
し
い
力
を
要
求
し
つ
つ
、
感
謝
し
た
、
荷
物
を
背
負
っ
た
原
住
民
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
立
ち
止
ま
り
、
し
ば
し
休
息
し
、
眉
毛
を
何
本
か
風
の
中
に
投
げ
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
と
っ
て

も
貴
重
な
も
の
で
あ
り
彼
ら
が
口
の
中
で
噛
ん
で
い
る
コ
カ
を
石
の
か
た
ま
り
の
上
に
投
げ
、
た
と
え
貧
乏
で
は
あ
っ

て
も
、
周
り
か
ら
石
を
も
っ
て
き
て
石
の
か
た
ま
り
に
一
個
を
つ
け
加
え
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
。
今
日
で
も
何
も

変
っ
て
い
な
い
。
た
だ
原
住
民
も
今
は
パ
シ
ャ
カ
マ
ッ
ク
に
感
謝
を
捧
げ
は
し
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
―
十
字

架
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
―
に
感
謝
を
捧
げ
る
。
」 

 

モ
ー
リ
（M

aury

）
は
著
書La m

agie, 

一
五
三
頁 

で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
シ
シ
リ
ー
で
は
処
女
が
豊
穣
の
神

ケ
レ
ス
や
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
す
べ
て
の
聖
域
を
占
拠
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
女
神
に
敬
意
を
表
し
て
行
な
わ
れ

て
い
た
異
教
的
儀
式
は
部
分
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
母
に
移
さ
れ
た
。
」
一
五
六
頁
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
神
託
を
授

け
る
神
々
は
沈
黙
し
た
。
し
か
し
聴
罪
司
祭
や
殉
職
者
の
墓
が
そ
れ
ら
に
取
っ
て
代
っ
た
。
そ
し
て
、
神
々
に
対
し
て

な
さ
れ
る
べ
き
要
求
が
記
さ
れ
て
い
た
召
喚
状
を
予
言
者
に
託
す
代
り
に
、
召
喚
状
は
聖
者
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ほ
ど
な
く
聖
者
は
■
返
事
し
た
■
。
」
そ
し
て
一
五
八-
一
五
九
頁
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
泉
は
、
か
つ
て
神
に

対
す
る
よ
う
に
捧
げ
ら
れ
た
供
物
を
、
い
ま
も
受
け
取
り
続
け
て
い
る
。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
健
康
を
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
信
ず
る
こ
と
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
主
要
な
事
実
で
あ
る
。
こ
の
感
情
が
表
現
さ
れ
る
形
式
は
二
次
的
な
事

柄
で
あ
る
。 
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を
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
馬
鹿
々
々
し
い
ほ
ど
軽
い
罰
を
受
け
て
、
虐
待
し
、
時
に
は
殴

り
殺
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
特
に
ワ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
内
閣
の
統
治
の

も
と
で
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
多
数
の
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
〇
〇
年
フ
ジ
ェ
ー
ル
で
靴

製
造
所
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
略
奪
さ
れ
た
。
こ
の
略
奪
の
張
本
人
は
ま
だ
罰
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

一
九
〇
〇
年
八
月
五
日
に
は
ル
ア
ー
ヴ
ル
で
「
海
軍
憲
兵
隊
伍
長
が
頭
に
弾
丸
を
撃
ち
込
ま
れ
て
負
傷
さ

せ
ら
れ
た
。
重
傷
を
負
っ
て
家
に
移
送
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
将
校
リ
コ
ナ
ー
ル
も
同
様
で
あ
っ
た
。

何
人
か
の
他
の
将
校
も
石
を
投
げ
つ
け
ら
れ
て
多
少
と
も
重
傷
で
あ
っ
た
。
」
（
ル
・
タ
ン
、
八
月
六
日
）
。

マ
ル
セ
ー
ユ
で
は
社
会
主
義
者
の
市
長
の
暗
黙
の
了
解
の
お
か
げ
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
た
ち
が
数
日

間
支
配
し
た
。
往
来
す
る
た
め
に
は
通
行
許
可
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
こ
と
が
モ

ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ヌ
で
も
起
こ
っ
た
（
１
）

。
同
じ
地
方
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
の
同
情
を
惹
く
幸
運
を
持

ち
得
な
か
っ
た
マ
ル
タ
ン
と
い
う
名
の
男
が
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
の
一
団
に
追
跡
さ
れ
た
。
身
を
守
る
た

め
に
彼
は
ピ
ス
ト
ル
を
発
射
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
誰
に
も
害
を
与
え
な
か
っ
た
。
次
い
で
彼
は
ラ
ゴ
ー

氏
の
ア
パ
ー
ト
に
避
難
し
た
。
彼
の
後
か
ら
警
察
署
長
と
社
会
主
義
者
の
補
佐
役
が
そ
の
ア
パ
ー
ト
に
入

っ
た
。
「
マ
ル
タ
ン
は
こ
の
警
察
署
長
に
、
窓
の
下
で
決
死
の
叫
び
声
を
上
げ
ピ
ス
ト
ル
を
発
射
し
て
い
る

激
昂
し
た
連
中
が
散
ら
さ
れ
る
ま
で
は
彼
を
外
に
出
さ
な
い
よ
う
に
哀
願
し
た
。
し
か
し
警
察
署
長
は
こ

の
不
幸
な
男
を
群
衆
に
引
き
渡
し
た
。
数
分
後
に
は
頭
か
ら
足
ま
で
傷
し
か
な
か
っ
た
（
２
）

。
」
こ
の
よ
う
な

暴
行
の
張
本
人
が
非
難
さ
れ
て
不
安
に
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
彼
ら
を
訴
追
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
避

け
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
執
行
猶
予
の
法
律
を
適
用
し
つ
つ
有
罪
判
決
し
、
次
に
は
、
彼
ら
が
出
直
し
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
彼
ら
を
完
全
に
自
由
の
身
に
す
る
、
大
赦
が
来
る
。
か
つ
て
聖

職
者
と
貴
族
は
特
別
の
裁
判
を
も
っ
て
い
た
。
今
日
で
は
こ
の
特
権
を
享
受
し
て
い
る
の
は
労
働
者
で
あ

る
。
労
働
裁
判
所
判
事
は
、
昔
の
教
会
裁
判
所
が
聖
職
者
に
対
し
て
取
っ
た
以
上
に
厳
し
い
処
置
を
、
労

働
者
に
対
し
て
取
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
（
３
）

。
被
支
配
階
級
に
と
っ
て
一
つ
の
過
失
あ
る
い
は

罪
で
あ
る
も
の
が
、
支
配
階
級
に
と
っ
て
は
単
な
る
小
罪
と
な
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
労
働
者
が
経
営
者
に

敵
対
し
て
自
分
の
正
し
さ
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
フ
ラ
ン
ス
に
入
れ

ば
、
労
働
者
に
敵
対
し
て
正
し
さ
を
認
め
さ
せ
う
る
こ
と
が
稀
な
の
は
、
経
営
者
の
方
で
あ
る
。
同
一
の

原
因
は
同
じ
結
果
を
生
み
出
す
が
、
た
だ
そ
の
結
果
の
現
わ
れ
る
形
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
同
じ
現
象

が
税
金
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
昔
、
農
民
が
情
容
赦
な
く
租
税
や

ぶ
や
く

夫
役
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
国
々
が
存

在
し
た
。
今
日
で
は
情
容
赦
な
く
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
れ
る
の
は
富
裕
な
人
士
で
あ
る
（
４
）

。
農
民
た
ち

は
租
税
を
支
払
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
投
票
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
税
金
を
払
わ
な
い

多
数
派
の
代
表
者
た
ち
が
、
専
ら
少
数
派
に
ふ
り
か
か
る
租
税
を
可
決
す
る
た
め
の
会
議
が
一
つ
な
ら
ず

存
在
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
租
税
が
貴
族
、
僧
侶
、
平
民
の
三
身
分
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
国
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
が
も
っ
て
い
た
保
証
よ
り
も
後
退
し
た
の
で
あ
る
。
富
裕
な
人
士
た
ち
の
条
件
は
、
昔
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
条
件
よ
り
も
む
し
ろ
農
民
た
ち
の
条
件
に
接
近
す
る
傾
向
に
あ
る
。
情
容
赦
な
く
租
税
や
夫
役

を
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
農
民
た
ち
は
必
ず
し
も

も
極
端
な
悲
惨
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
賢
明
な
領
主
は
農
民
た
ち
に
い
く
ら
か
の
も
の
を
残
す
ほ
う
が
、
農
民
を
仕
事
に
鼓
舞
し

て
、
確
か
に
彼
ら
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
同
様
に
今
日
、
富
裕
な
人
士
た
ち
の
唯
一
の

頼
り
は
、
課
税
の
対
象
が
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。 
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（
４
）   

彼
ら
は
し
ば
し
ば
、
あ
ま
り
巻
き
上
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
裕
福
さ
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
様
に
、

オ
リ
エ
ン
ト
の
専
制
政
治
の
下
で
は
、
金
持
ち
は
、
君
主
が
彼
を
羨
み
、
財
産
を
と
り
上
げ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。 

ス
ッ
ラ
の
治
下
、
名
門
の
出
で
、
温
和
で
節
度
あ
る
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
市
民
ク
ゥ
ィ
ン
ト
ゥ
ス

（
３
）   

事
実
は
無
数
に
あ
る
。
特
に
、
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
が
、
労
働
裁
判
所
判
事
に
よ
る
判
決
を
不
公
平
と
し
て
廃
棄

し
た
、
多
数
の
判
決
を
参
照
。
例
え
ば
、
一
八
八
八
年
四
月
二
〇
日
の
一
判
決
は
「
労
働
裁
判
所
が
請
求
者
に
対
し

て
、
た
だ
彼
の
全
く
根
拠
の
な
い
申
し
立
て
の
み
に
も
と
づ
い
て
、
彼
の
請
求
総
額
を
、
訴
訟
相
手
方
が
法
規
に
従

っ
て
作
成
し
た
証
拠
書
類
―
こ
れ
は
請
求
解
除
が
可
能
で
あ
っ
た
―
に
も
か
か
わ
ら
ず
与
え
た
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
。
請
求
者
の
申
し
立
て
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
が
何
も
な
く
と
も
判
事
に
よ
っ
て
正
し
い
と
さ
れ
、
被
告
の

供
述
は
否
定
さ
れ
、
裁
判
所
は
証
人
の
証
言
■
（tém

oins : 

原
文
マ
マ
）
■
を
聞
く
の
を
拒
否
し
て
い
る
」

（Journal de G
enève, 13 avril 1900

）。
一
八
九
五
年
一
二
月
一
二
日
の
判
決
。
「
労
働
裁
判
所
の
判
決
は
訴

訟
手
続
法
の
基
本
規
定
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
破
棄
さ
れ
た
。
労
働
裁
判
所
判
事
は
、
一
方
で
は
お
じ
の
言

い
分
を
そ
の
甥
に
よ
る
訴
訟
に
お
い
て
聞
き
、
他
方
で
は
、
証
人
尋
問
に
お
い
て
何
も
問
題
は
な
か
っ
た
の
に
証
言

を
聞
く
こ
と
を
拒
否
し
た
。
」 

Ｇ
・
サ
ル
ヴ
ェ
ミ
ー
ニ
（G

. Salvem
ini

）
は
、Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, p.178. 

に
お
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
貴
族
高
官
の
罰
は
普
通
の
場
合
の
二
倍
か
ら
六
倍
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
同
様
に
オ
ル
ヴ
ィ
エ
ト
で
は
十
三
世
紀
の
初
め
こ
ろ
に
は
、
普
通
の
人
間
を
傷
つ
け
た
貴
族
の
罰
は
通
常
の
二

倍
で
あ
っ
た
。
同
様
の
処
分
が
一
三
〇
八
年
に
リ
ュ
ッ
ク
で
見
ら
れ
る
。
サ
ル
ヴ
ェ
ミ
ー
ニ
は
ネ
リ
・
ス
ト
リ
ナ
テ

ィ
のC

ronichetta

か
ら
借
用
し
た
一
例
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ネ
リ
は
他
の
五
人
と
共
に
―
そ
の
う
ち
の

二
人
は
■
庶
民
（popplani

）
■
で
あ
っ
た
―
ラ
ン
ベ
ル
ト
・
チ
プ
リ
ア
ー
ニ
と
い
う
男
の
保
証
人
と
な
っ
た
。
そ

の
男
は
支
払
い
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
保
証
人
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
二
人
の
■
庶
民

（popplani

）
■
の
う
ち
一
人
は
死
ん
で
お
り
、
も
う
一
人
は
支
払
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
権
勢
を
も
っ
て
い
た
チ

プ
リ
ア
ー
ン
と
も
う
一
人
の
保
証
人
が
、
■
庶
民
（popplani

）
■
に
逆
う
こ
と
も
で
き
ず
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
《si erano fatti gli ordinam

enti del popolo contoro ai G
randi

》 

（
２
）   

ル
・
ゴ
ロ
ワ
（Le G

aulois

）
、
一
九
〇
一
年
二
月
六
日
付
。
官
報
は
し
か
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
の
暴
力
行

為
は
弾
圧
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
確
認
し
て
い
る
。
ラ
・
プ
テ
ィ
・
レ
ピ
ュ
ブ
リ
ー
ク
（La petite République

）
、

一
九
〇
一
年
二
月
一
八
日
付
で
は
シ
ャ
ロ
ン
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
通
信
社

の
言
に
よ
れ
ば
副
知
事
は
紛
争
を
避
け
る
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
す
る
決
意
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら

ば
何
故
に
彼
は
歩
兵
隊
と
憲
兵
隊
を
動
員
し
た
の
か
…
。
」
同
紙
の
更
に
先
の
と
こ
ろ
で
は
、
シ
ャ
ロ
ン
の
ス
ト
ラ

イ
キ
参
加
者
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
重
大
な
事
実
が
読
ま
れ
る
。
「
さ
し
当
た
り
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
の
分
遣
隊

は
五
百
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
ガ
ラ
ス
工
場
に
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
鉄
柵
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
力
ず
く
で
そ
れ
を
突
破
し
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
」
か
く
し
て
、
公
権
力
に
よ
ら
ず
に
、
鉄
柵
は
こ
じ
あ
け
ら
れ
る
に
ま

か
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

モ
ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ヌ
で
は
「
兵
士
た
ち
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
の
集
団
が
通
過
す
る
と
き
に
は
、
命
令
に
よ

っ
て
姿
を
隠
す
。
実
際
あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
避
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
」
（
デ
バ
・
一
九
〇
一
年
二
月
六
日
付
）。

暴
動
参
加
者
に
背
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
公
権
力
に
つ
い
て
の
こ
の
新
し
い
考
え
方
は
特
徴
的
で
あ

る
。 

（
１
）   

ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
・
デ
バ
（Jounal des D

ébat

）
、
一
九
〇
一
年
二
月
一
六
日
付
。
「
あ
る
郵
便
配
達
夫
が

近
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
に
よ
っ
て
ひ
ど
い
目
に
合
わ
さ
れ
た
の
で
、
市
長
は
郵
便
配
達
夫
の
た
め
の
通
行
許
可
書
を

発
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
す
べ
て
の
善
良
な
る
市
民
に
対
し
、
郵
便

電
報
配
達
夫
た
る
…
某
を
自
由
に
通
行
さ
せ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。
』」 
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（Q
uintus

）
は
、
ど
の
党
派
に
も
決
し
て
加
担
し
な
か
っ
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
期
待
に
反
し
て
追
放
リ
ス
ト
に
自
分

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
叫
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。
「
私
は
な
ん
と
不
幸
な
こ
と
か
。
ア
ル
ブ
の

私
の
地
所
が
私
を
裁
判
に
か
け
さ
せ
る
！
」 

 

善
良
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
を
繰
り
返
す
日
は
多
分
、
あ
ま
り
遠
く
は
な
い
。 

  

こ
う
し
た
例
は
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
の
外
観
の
下
に
一

つ
の
共
通
の
内
容
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
、
同
一
の
事
物
の
多
様
な
変
態
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
。 
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人
々
は
黄
金
時
代
伝
説
の
中
に
、
社
会
主
義
的
組
織
、
土
地
の
共
有
と
条
件
の
平
等
に
つ
い
て
の
ぼ
ん

や
り
し
た
記
憶
を
見
よ
う
と
し
て
き
た
。
歴
史
文
献
の
解
釈
が
問
題
に
な
る
と
き
に
、
疑
問
を
感
じ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
Ｅ
・
ド
・
ラ
ヴ
レ
ー
（E

. de Laveleye

）
は
、
「
私
有
財
産
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
黄
金
時
代
の
普
遍
的
伝
説
の
中
に
、
ギ
リ
シ
ア
及
び
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
（
土
地
の
）
共
有
の
存
在
に

つ
い
て
の
一
証
明
を
い
ま
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
）
」
と
言
う
。
別
の
著
作
家
た
ち
は
、
伝
説
の
下
に
隠

れ
て
い
る
現
実
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
一
層
精
密
に
し
洞
察
し
よ
う
と
し
て
き
た
（
２
）
。
こ
れ
は
ま
さ

に
必
然
的
に
不
毛
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
探
求
で
あ
る
。
黄
金
時
代
伝
説
は
切
り
離
さ
れ
て
単
独
で
存

在
し
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
昔
の
人
々
を
我
々
の
同
時
代
人
よ
り
も
徳
に
富
み
、
幸
福
で
、
力
強
く
、

長
命
で
、
長
身
の
人
間
と
し
て
描
き
出
し
、
彼
ら
の
う
ち
の
幾
人
か
の
祖
先
は
神
あ
る
い
は
動
物
で
あ
る

と
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
系
列
の
伝
説
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ゼ
ウ
ス
は
多
数
の
人
間
の
女
を
愛
し

た
が
、
彼
の
愛
へ
の
信
仰
は
幸
い
な
こ
と
に
世
俗
の
権
力
か
ら
も
精
神
権
力
か
ら
も
我
々
に
強
制
さ
れ
て

は
い
な
い
。
未
開
人
た
ち
は
、
彼
ら
に
現
在
ト
ー
テ
ム
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
動
物
の
子
孫
で
あ
る
か
の

よ
う
に
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
は
全
く
な
い
。
身
の
丈
に
つ

い
て
は
墓
の
中
の
遺
骸
や
地
質
学
的
発
見
物
は
伝
説
の
こ
の
部
分
と
は
全
く
逆
の
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、

か
く
し
て
伝
説
の
他
の
部
分
も
現
実
的
基
礎
を
も
た
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
化
石
動
物
の
骨
が
し
ば
し

ば
巨
人
の
骨
と
解
釈
さ
れ
た
。
「H

oe à Plym
outh 

を
発
掘
し
て
い
る
と
き
に
発
見
さ
れ
た
巨
大
な
あ
ご

の
骨
と
歯
は
、
英
雄C

ornw
all

と
い
う
名
の
も
と
に
な
っ
たC

orinens 

の

後
の
闘
い
を
行
な
っ
た
巨

人G
ogm

agog 

の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
マ
ス
タ
ド
ン
の
化
石
の
骨
は
、
ア
メ
リ
カ
で
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
埋
っ
て
い
た
場
所
に Cam

pos de G
igantes 

と
い
う
名
を
つ
け
る
所
以
と
な
っ
た
。
」

こ
れ
ら
は
ま
さ
に
機
会
原
因 causes occasionnelles 

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
伝
説
を
着
想
せ

し
め
た
感
情
は
明
ら
か
に
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の laudator tem

poris acti 

の
感
情
で
あ
り
（
３
）
、
し
か
も
我
々

は
、
伝
説
の
一
部
と
な
り
得
た
現
実
的
要
素
を
寓
話
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
手
段
、
さ
ら
に
は
こ
の
よ
う

な
要
素
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
の
手
段
を
全
く
も
っ
て
い
な
い
（
４
）
。
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
（Fustel de C

oulanges

）
は
、
Ｅ
・
ド
・
ラ
ヴ
レ
ー
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
文
章
を
検

討
し
、
農
地
の
共
有
体
制
に
つ
い
て
い
か
な
る
結
論
も
引
き
出
し
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ

は
Ｒ
・
ペ
ー
ル
マ
ン
（R

. Pöhlm
ann

）（
５
）

が
ギ
リ
シ
ア
に
つ
い
て
引
用
さ
れ
う
る
文
章
に
つ
い
て
到
達

し
て
い
る
結
論
で
も
あ
る
。 

 

我
々
は
実
際
に
存
在
し
た
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
存
在
し
た
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
、
一
般
に

は
混
合
シ
ス
テ
ム
の
研
究
か
ら
始
め
る
。
次
い
で
、
理
論
的
シ
ス
テ
ム
を
研
究
し
よ
う
。 

 
 

第
三
章 

現
実
的
シ
ス
テ
ム 

（
２
）
伝
説
の
歴
史
は
、Socialism

o antico

に
お
い
て C

ognetti de M
artiis 

に
よ
っ
て
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。 

（
１
）D

e la propr., 1891, p.369. 

   
黄
金
時
代
伝
説
―
ス
パ
ル
タ
―
貴
族
の
継
続
的
進
化
―
リ
パ
ー
リ
諸
島
―
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
―
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ

ン
に
お
け
る
国
家
社
会
主
義
―
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
収
奪
―
動
産
資
本
の
破
壊
の
結
果
―
こ
の
破
壊
が
大
規
模
に
起
っ

た
国
の
破
滅
―
ア
テ
ネ
お
よ
び
ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
原
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
―
国
家
社

会
主
義
の
致
命
的
結
果 
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素
朴
な
信
仰
と
共
に
語
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
伝
説
か
ら
、
い
く
つ
か
の
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
段
階
を
経

て
、
明
ら
か
に
個
人
的
な
空
想
の
産
物
で
あ
る
別
の
タ
イ
プ
の
伝
説
に
移
行
す
る
。

初
の
タ
イ
プ
の
伝

説
に
は
多
分
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
『
労
働
と
日
々
（O

pera et dies
）
』
の
一
〇
九
か
ら
一
一
九
頁
で
物
語
る

伝
説
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
ク
ロ
ノ
ス
が
天
を
支
配
し
て
い
た
と
き
に
生
き
て
い
た
者
た
ち
は
、
心
配

か
ら
解
放
さ
れ
、
労
働
と
悲
惨
か
ら
免
れ
て
お
り
、
悲
し
い
老
衰
も
な
く
、
手
足
も
い
つ
も
変
ら
ず
元
気

な
神
々
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
た
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
苦
労
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
宴
の
中
で
楽
し
ん
だ
。

…
あ
ら
ゆ
る
財
が
彼
ら
に
は
あ
っ
た
。
肥
沃
な
畑
は
何
も
し
な
く
と
も
多
種
類
の
豊
富
な
収
穫
を
も
た
ら

し
た
。
」
し
か
し
テ
レ
ク
リ
デ
ィ
ウ
ス
（Téléclide

）
の
語
る
も
の
は
第
二
の
ジ
ャ
ン
ル
の
伝
説
に
属
す
る

（A
th., 

■
Ⅳ
■, p.268

）
。「
平
和
が
至
る
所
を
支
配
し
た
。
…
大
地
は
有
害
な
も
の
を
何
も
生
み
出
さ
ず
、

い
か
な
る
病
気
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
。
必
要
な
も
の
は
自
然
に
生
れ
た
。
酒
は
ほ
と
ば
し
る
よ
う
に
流

れ
出
た
。
菓
子
と
パ
ン
は
食
べ
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
人
間
の
口
の
前
で
争
っ
て
い
た
。
…
魚
は
家
へ
入

る
と
自
分
自
身
を
焼
い
て
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
の
っ
た
。
ソ
ー
ス
の
河
が
寝
台
の
周
り
を
流
れ
、
熱
い
肉
を

運
ん
で
き
た
。
…
焼
か
れ
た
鵣ら

い

が
ミ
ル
ク
菓
子
と
一
緒
に
口
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
。
…
人
々
は
肉
づ
き
が

よ
く
、
巨
大
な
身
の
丈
を
も
っ
て
い
た
（
１
）
。
」
さ
ら
に
私
有
財
産
の
存
在
し
な
い
こ
と
は
こ
の
部
類
の
伝

説
に
お
け
る
際
立
っ
た
事
実
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
人
間
を
苦
し
め
る
不
幸
が
存
在
し
な
い
状
態
を
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
２
）
。
不
幸
の
中
で
、
私
有
財
産
の
存
在
に
由
来
す
る
も
の
が
数
え
上
げ

ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
人
々
は
―
と
オ
ヴ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
（O

vide

）
は
■
Ⅲ
■, E

leg., 8

で

言
う
―
犂
で
畑
に
畝
を
つ
け
る
の
に
苦
労
す
る
必
要
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
」
次
の
一
文
が
主
要
な
観
念
を

表
わ
し
て
い
る
。
「
人
々
は
耕
作
し
な
く
て
も
豊
か
な
収
穫
、
果
物
や
蜂
蜜
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
」
次

い
で
彼
は
つ
け
加
え
る
。「Signabat nullo lim

ite
m

ensor hum
um

. 

測
量
家
が
畑
の
境
界
線
を
引
く

こ
と
は
な
か
っ
た
。
」 

（
２
）
財
の
共
有
の
概
念
が
、
も
は
や
過
去
の
で
は
な
く
未
来
の
黄
金
時
代
の
描
写
の
な
か
に
再
び
現
わ
れ
る
の
は
、
こ
の

こ
と
に
よ
る
。
か
く
し
て Chants Sybyllins, 

■
Ⅱ
■, 318 et suiv. 

で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
酒
、
蜂
蜜
、
ミ
ル
ク
の
泉
が
あ
り
、
土
地
は
豊
富
な
産
物
を
自
分
自
身
で
生
み
出
し
、
も
は
や
貧
乏
人
も
金
持

（
１
）
フ
ー
リ
エ
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
テ
レ
ク
リ
デ
ィ
ウ
ス
が
描
い
た
も
の
に
似
て
い
る
、
未
来
の
黄
金
時
代
を
描
い
て

い
る
。
第
十
二
章
参
照
。 

（
５
）G

eschichte des antiken K
om

m
unism

us und Sozialism
us, 

■
Ⅰ
■. 

（
４
）G

rote, H
ist. de la G

rèce, 

■
Ⅱ
■, ch. 

Ⅱ, p.170 de la trad. franç. : 

「
何
か
個
々
の
神
話
を
、
単
な
る
臆

測
で
、
証
拠
も
な
し
に
、
歴
史
あ
る
い
は
哲
学
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
、
そ
の
本
来
の
部
類
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
方
法
を
そ
の
他
に
つ
い
て
も
使
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
ら
の
利
益
も
も
た
ら
さ
な
い
。
も
し
そ
の
方

法
が
信
頼
に
値
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
て
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
そ
れ
が
全
て
に

つ
い
て
適
用
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
特
殊
的
証
明
は
理
解
で
き
な
い
と
つ
ね
に
仮
定
す
る

な
ら
ば
、
個
別
の
単
な
る
一
神
話
に
適
用
さ
れ
て
も
、
信
頼
に
値
し
な
い
。
何
ら
か
個
々
の
神
話
を
そ
の
本
来
の
部

類
か
ら
分
離
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
神
話
を
誤
っ
た
観
点
に
お
い
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」 

（
３
）Art poétique, 173. 

既
に N

estor

は
、
彼
の
時
代
に
、
人
々
が
退
化
し
て
い
る
！
と
嘆
い
て
い
る
。
■
改
行
■
ル

ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
に
は
、
世
界
は
老
衰
し
て
い
た
。
「
す
べ
て
の
種
を
つ
く
り
出
し
、
無
数
の
動
物
を
生
ん
だ

大
地
は
、
衰
弱
し
、
や
っ
と
ひ
よ
わ
な
動
物
を
産
み
出
す
だ
け
で
あ
る
。
」
■
Ⅱ
■, 1150-1152. 
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こ
れ
ら
の
祭
り
は
中
世
ま
で
続
き
、
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
変
形
さ
れ
て
、
狂
人
の
祭
（fêtes des fous

）

と
な
っ
た
。
狂
人
の
な
か
か
ら
司
教
あ
る
い
は
大
司
教
が
選
ば
れ
、
彼
が
教
会
で
の
祭
式
を
司
式
す
る
。

そ
の
祭
り
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
滑
稽
を
生
み
出
し
た
。
ア
ン
テ
ィ
ー
ブ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
修
道
院
で
は
、

司
祭
も
番
人
も
罪
な
き
人
々
の
日
に
は
聖
歌
隊
の
と
こ
ろ
に
行
か
ず
、
修
道
院
で
雑
用
を
す
る
聖
職
位
階

を
受
け
て
い
な
い
助
修
士
が
そ
の
日
は
司
祭
た
ち
の
位
置
を
代
行
し
、
祭
式
を
行
な
い
、
破
れ
て
い
て
裏

返
し
に
し
た
聖
服
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
彼
ら
は
本
を
さ
か
さ
ま
に
持
っ
て
い
た
。
…
ロ
タ
ー
リ
の
書
記

に
よ
る
オ
ー
タ
ン
教
会
の
第
二
報
告
集
―
―
報
告
は
一
四
一
六
年
で
終
っ
て
い
る
が
―
―
の
中
に
は
、
日

付
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
狂
人
の
祭
り
の
日
に
は
背
中
に
長
袍
祭
服
を
被
せ
ら
れ
た
ロ
バ
が
歩
か
さ

れ
、
人
々
は
次
の
よ
う
に
歌
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
へ
え
、
へ
え
、
ロ
バ
殿
（
１
）

。
』
い
ま
仮
に
我
々

が
、
中
世
の
こ
の
よ
う
な
祭
り
が
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
祭
の
名
残
り
で
あ
り
変
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら

ず
に
、
こ
の
よ
う
な
祭
だ
け
を
そ
れ
自
体
と
し
て
知
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
場
合
我
々
は
、
狂
人
が

正
気
の
人
々
に
命
令
し
、
本
が
さ
か
さ
ま
に
読
ま
れ
、
ロ
バ
が
尊
敬
さ
れ
る
社
会
状
態
の
記
憶
を
そ
こ
に

読
み
取
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
否
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
我
々
は
、
サ
ト
ゥ

ル
ヌ
ス
祭
の
中
に
、
奴
隷
状
態
が
存
在
せ
ず
人
々
が
す
べ
て
平
等
で
あ
っ
た
古
代
に
お
け
る
社
会
状
態
な

る
も
の
の
存
在
証
明
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
人
々
の
あ
い
だ
に
あ
る
十
分
に
一

般
的
な
感
情
は
、
対
比
の
遊
戯
を
作
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
思
い
つ
か
せ
る
の
は
こ
の
感

情
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
人
と
奴
隷
、
賢
者
と
狂
人
と
の
通
常
の
関
係
が
逆
転
さ
れ
る
催
し
に
お
い
て
主
要

な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

黄
金
時
代
伝
説
は
ま
た
、
人
々
の
あ
い
だ
に
平
等
が
支
配
し
て
い
た
時
代
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に

援
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
名
残
り
は
ギ
リ
シ
ア
で
は
ク
ロ
ノ
ス
の
祭
り
や
、
イ
タ
リ
ア
で
は
サ

ト
ゥ
ル
ヌ
ス
の
祭
り
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
。 

 

我
々
は
未
開
民
族
の
観
察
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
大
変
な
悲
惨
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

労
働
も
せ
ず
に
し
か
も
豊
か
な
財
を
持
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
は
艱
難
辛
苦
し
て
し
か
も
不
十
分
な

食
糧
を
得
る
だ
け
で
あ
る
。
人
は
し
ば
し
ば
自
覚
せ
ず
に
、
論
点
先
取
の
虚
偽
を
行
な
う
。
原
始
の
時
代

は
人
間
に
と
っ
て
幸
福
の
時
代
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
、
こ
の
仮
定
に
沿
っ
て
黄
金
時
代
伝
説
を
説
明
す
る
。

次
に
こ
の
論
証
を
逆
転
さ
せ
、
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
伝
説
が
か
つ
て
人
々
が
享
受
し
た
幸
福
を
証
明

す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。 

（
１
） Voltaire, D

ict. Philoph., 

■
Ⅴ
■, K

alendes. Voyez D
ucange, 

■
Ⅴ
■
を
参
照
。K

alendae : 
Cuiusm

odi autem
 fuerit, et quibus ineptiis constiterit, docet Beletus lib. de D

ivin. off. cap. 72, 
his verbis : Festum

 H
ypodiaconorum

, quod vocam
us stultorum

, a quibusdam
 perficitur in 

Circum
cisione, a quibusdam

 vero in Epiphania, vel in ejus octavis. 

更
に
先
の
方
で
彼
は
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
こ
の
祭
り
の
廃
止
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。in quo sacerdotes ipsi ac clerici Archiepiscopum

, 
aut Episcopum

, aut Papam
 creabant, eum

que Fatuorum
 appellabant . 

■
改
行
■
Ph
・
シ
ャ
ス
ル

『
中
世
の
研
究
』（Ph. C

hasles, Etudes sur le M
oyen Age, p.249

）
は
こ
の
祭
に
登
場
し
た
ロ
バ
は
も
と
も

  

ち
も
専
制
君
主
も
奴
隷
も
存
在
し
な
い
時
代
が
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
共
有
で
あ
ろ
う
、

と
必
ず
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
（
ギ
リ
シ
ア
三
語
、
一
四
二
頁
注
）。
類
似
の
概
念
はLactance, D

ivin. instit., 

■

Ⅶ
■, 19
お
よ
び
、
近
い
未
来
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
地
上
で
の
支
配
を
描
写
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
他
の
著
作

家
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。 
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ス
パ
ル
タ
組
織
に
も
っ
と
近
い
近
代
の
例
を
見
た
け
れ
ば
、
下
士
官
食
堂
で
一
緒
に
食
事
を
し
て
い
る

将
校
や
、
小
作
農
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
る
土
地
の
所
有
者
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
小
作
農
はhilotes

す
な
わ
ち

奴
隷
で
あ
り
、
将
校
た
ち
は
ス
パ
ル
タ
人
「
平
等
者
」
で
あ
る
。
食
堂
は
平
等
者
共
同
の
食
事
を
象
徴
し

て
い
る
。
ク
レ
タ
島
で
は
食
事
は
国
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
近
代
国
家
が
将
校
に
与
え

る
俸
給
に
似
た
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
で
も
ク
レ
タ
島
で
も
生
産
は
社
会

主
義
的
で
は
な
か
っ
た
。
富
の
分
配
も
社
会
主
義
的
で
は
な
か
っ
た
。
富
裕
者
も
貧
乏
人
も
存
在
し
た
。 

 

ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
富
は
土
地
の
耕
作
と
戦
争
の
結
果
で
あ
っ
た
。
土
地
の
耕
作
は
個
人
的
に
行
な
わ

れ
、
今
日
の
収
益
小
作
人
に
似
て
い
た
。「
一
つ
の
宗
教
的
呪
い
が
―
―
と
プ
ル
タ
ル
ク
は
言
う
―
―
地
主

に
強
い
印
象
を
与
え
て
い
た
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
地
主
は
小
作
料
を
上
げ
た
で
あ
ろ
う
。
」
（Inst. lac., 

40

）
。
そ
し
てTite-Live

は
奴
隷
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
太
古
の
昔
か
ら
農
村
の
住
居

に
住
ん
で
い
る
の
は
農
民
の
種
族
で
あ
る
。
」
（
■
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅳ
■, 27

）
。
我
々
は
ス
パ
ル
タ
で
は
、
共
同
生

産
の
た
め
の
組
織
を
見
出
さ
な
い
し
、
ロ
ー
マ
の
大
荘
園
組
織
の
よ
う
な
、
一
人
の
地
主
の
監
督
下
に
あ

る
組
織
さ
え
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
争
と
い
う
産
業
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
富
は
今
日
で
も
古

代
で
も
し
ば
し
ば
国
家
に
属
し
、
か
く
し
て
社
会
主
義
的
産
業
に
似
て
い
る
。
ま
さ
に
ス
パ
ル
タ
に
お
い

て
は
こ
の
産
業
が
む
し
ろ
個
人
的
性
格
を
示
し
て
い
る
の
を
見
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
は

 

も
し
軍
隊
の
よ
う
な
規
律
の
も
と
に
お
か
れ
た
人
々
の
関
係
が
国
の
全
人
口
に
つ
い
て
生
ず
れ
ば
、
こ

の
量
的
差
異
は
減
少
さ
せ
ら
れ
る
。
た
だ
ス
パ
ル
タ
で
は
、
今
日
「
民
間
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
者
を
、

hilotes

（
奴
隷
）
お
よ
びpérièques 

と
呼
ん
で
い
た
。 

 

ス
パ
ル
タ
は
あ
る
種
の
共
産
主
義
的
組
織
が
支
配
し
た
都
市
で
あ
る
と
長
い
間
考
え
ら
れ
て
き
た
。

Sudre 

は
さ
ら
に
書
い
て
い
る
。
「
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
法
は
共
有
シ
ス
テ
ム
を
完
全
に
は
実
現
し
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
法
律
は
共
有
と
い
う
こ
と
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ

さ
せ
た
の
で
、
そ
れ
を
共
産
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
大
部
分
に
つ
い
て
そ
の

初
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）
。
」
用
語
に
自
分
の
欲
す
る
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
た
し
か
に
自
由
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
ス
パ
ル
タ
社
会
の
組
織
に
共
産
主
義
の
名
称
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
近
代
常
備
軍
組
織
に
も

同
じ
く
そ
の
名
称
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
異
は
た
だ
量
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
質
に
関
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ス
パ
ル
タ
組
織
は
市
民
権
を
有
す
る
す
べ
て
の
人
に
及
ん
で
い
た
。
近
代
の
兵
営
は

た
だ
市
民
の
一
部
を
含
む
に
過
ぎ
な
い
。 

 

し
か
し
、
知
ら
れ
て
い
な
い
時
代
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
疑
点
を
含
む
蓋
然
的
研
究
、
今
日
も
多
く
の

著
作
家
た
ち
の
多
く
の
時
間
を
失
な
わ
せ
て
い
る
研
究
は
措
き
、
少
な
く
と
も
い
く
ら
か
の
歴
史
記
録
を

も
っ
て
い
る
組
織
の
研
究
に
限
定
し
よ
う
。 

（
１
） H

ist. du com
m

unism
e, p.6. 

ド
ン
・
イ
ゾ
ァ
ー
ル
『
財
産
と
財
の
共
有
』（D

om
 Isoard, La prop. et la 

com
m

un. des biens , 

■
Ⅰ
■, p.24

）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
共
産
主
義
者
マ
ブ
リ
ー

（M
ably

）
は
ス
パ
ル
タ
共
和
国
を
壮
麗
に
称
め
ち
ぎ
り
、
『
市
民
か
ら
土
地
財
産
を
取
り
上
げ
そ
れ
を
共
和
国
に

譲
渡
す
る
こ
と
を
通
じ
て
』
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
平
等
の
完
成
を
そ
こ
に
看
て
い
る
。
」
ド
ン
・

イ
ゾ
ァ
ー
ル
も
マ
ブ
リ
ー
も
ス
パ
ル
タ
の
社
会
状
態
が
全
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

   

と
は
バ
ラ
ー
ム
の
雌
ロ
バ
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
■
改
行
■
モ
ー
リ
ー
『
魔
術
（La M

agic

）
』
は
一

六
〇
頁
で
、
異
教
の
祭
り
が
こ
の
よ
う
な
祭
り
に
変
形
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
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リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
伝
説
は
、
こ
の
立
法
者
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
と
と
も
に
「
不
平
等
は
大
き
く
、
多
く
の
ス

パ
ル
タ
人
は
何
も
も
た
ず
、
ほ
ん
の
少
数
だ
け
が
豊
か
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
（Plut., Lyc., 

8

）
。
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
は
財
の
平
等
を
樹
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
し
か
し
、
そ
の
平
等
は
い
ず
れ
に
し

て
も
歴
史
時
代
ま
で
は
続
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
パ
ル
タ
に
関
す
る
記
録
が
出
現
す
る

や
否
や
、
そ
れ
ら
は
条
件
の
不
平
等
を
我
々
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
２
）
。
そ
の
不
平
等
は
耐
え
難
い

ほ
ど
で
あ
り
、A

gis

とC
léom

ène

の
改
革
を
惹
き
起
し
、N

abis
の
略
奪
を
惹
き
起
し
た
。
他
方
で
は

す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
に
「Lacédém

one

で
は
す
べ
て
の
財
が
少
数
の
手
に
集
中
し
て
い
る
。
」

（Polit., 

■
Ⅴ
■, 6, 7

）
。
プ
ル
タ
ル
ク
（Inst. lac., 42

）
は
次
の
よ
う
な
古
代
の
神
託
を
伝
え
て
い
る
。

「
ス
パ
ル
タ
は
富
へ
の
愛
に
よ
っ
て
滅
び
た
（
３
）
。
」
プ
ル
タ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
貪
欲
さ
は

近

の
起
源
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
つ
い
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
時
代
は
純
粋
に
伝
説
上
の
時

代
に
限
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
プ
ル
タ
ル
ク
自
身
、
そ
れ
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
は
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の

改
革
以
前
に
つ
い
て
で
あ
る
。Pausanias

は
■
Ⅳ
の
４
■
で
紀
元
前
八
世
紀
の
あ
る
例
を
引
い
て
い
る
。

あ
る
ス
パ
ル
タ
人
は
、
飼
育
す
べ
く
委
ね
ら
れ
て
い
た
牛
の
大
群
を
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
。

ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
■
Ⅵ
の
86
で
、
紀
元
前
六
世
紀
の
も
う
一
つ
別
の
例
を
引
い
て
い
る
。
あ
る
ス
パ
ル
タ
人

は
何
人
か
のM

ilésiens

が
預
け
た
供
託
物
を
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
、
と
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス

は
さ
ら
に
■
Ⅶ
の
134
で
、
「
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
高
貴
な
生
ま
れ
と
非
常
に
金
持
ち
の

．
．
．
．
．
．
．
二
人
の
ス
パ
ル
タ
人

（
４
）

がXerxès

に
供
さ
れ
る
べ
く
自
ら
を
捧
げ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

ス
パ
ル
タ
に
つ
い
て
多
数
の
誤
謬
を
生
み
出
し
た
の
は
、
我
々
が
扱
っ
て
い
る
時
代
の
二
世
紀
ほ
ど
前

に
、
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
主
義
運
動
に
い
く
つ
か
の
点
で
類
似
し
た
民
主
制
運
動
が
ス
パ
ル
タ
で

起
き
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
現
在
の
社
会
主
義
者
が
彼
ら
の
完
全
な
組
織
の
理
想
を
想
定
す
る
の
は
未
来

に
お
い
て
で
あ
る
が
、
ス
パ
ル
タ
の
民
主
主
義
者
は
そ
れ
を
過
去
に
置
い
た
。Sphéros

は
ス
パ
ル
タ
の
体

制
に
つ
い
て
叙
述
し
た
が
、
そ
れ
を
実
際
に
あ
っ
た
よ
う
に
で
は
な
く
、
彼
が
過
去
に
つ
い
て
望
ん
だ
よ

う
に
描
き
出
し
た
。
他
方
、
ス
パ
ル
タ
に
つ
い
て
叙
述
し
た
著
作
者
た
ち
に
お
い
て
、
条
件
の
平
等
は
つ

ね
に
、
過
去
の
記
憶
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
未
来
に
お
け
る
渇
望
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
在
に
お
け
る
現
実

で
あ
っ
た
こ
と
は
決
し
て
な
い
。 

（
４
） 

ギ
リ
シ
ヤ
語
数
語
（
１
４
７
頁
）
。Thucyd., 

■
Ⅰ
■, 6; 

■
Ⅴ
■, 50; Xenoph., H

ell., 

■
Ⅳ
■, 4, 11; 

Pausan., 

■
Ⅲ
■, 8, 1; 15, 1; 17, 6; Isocrate, Archid., 55 et 95; E

lien, Var. H
ist., 

■
Ⅹ
Ⅱ
■, 43; 

（
３
） Zenob, 

■
Ⅱ
■, 24: 

ギ
リ
シ
ア
語
５
語
（
１
４
７
頁
）
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
はlacédém

oniens

の
共
和
国
に
お

け
る
こ
の
神
託
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。 

（
２
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、Polit., 

■
Ⅴ
■, 6,2

で
、Tyrtée

に
依
拠
し
つ
つ
、M

essénie

の
戦
い
の
あ
い
だ
ス
パ
ル

タ
で
は
「
戦
争
に
よ
っ
て
破
滅
さ
せ
ら
れ
た
市
民
た
ち
は
土
地
の
新
た
な
分
割
を
要
求
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
遠
い
昔
か
ら
貧
乏
人
と
金
持
ち
と
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

（
１
） G

rote

は
（H

ist.de la G
réce, 

■
Ⅲ
■, p.329

）
こ
の
よ
う
な
伝
承
はA

gis

が
実
際
に
土
地
の
分
割
を
思
い
め

ぐ
ら
し
て
い
た
時
代
に
生
ま
れ
た
と
信
じ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
、
想
像
や
渇
望
、
そ
し
て
現
在
か
ら
の
間
接
的
示

唆
が
、
古
い
ぼ
ん
や
り
し
た
、
そ
し
て
色
あ
せ
た
歴
史
的
過
去
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
思
い
出
と
し
て
の
表
現
を
取
っ

た
の
で
あ
る
。
」 

国
家
を
富
ま
せ
な
か
っ
た
。
戦
争
は
、harm

ostes

、
将
軍
、

高
政
務
官
、
王
、
と
い
っ
た
人
々
を
富
ま

せ
、
彼
ら
は
敗
者
を
搾
り
上
げ
、
自
ら
を
堕
落
す
る
に
ま
か
せ
た
。 

 
87



 

我
々
の
近
代
的
な
社
会
産
業
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
貧
困

．
．
．
．
．
の
総
量
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は

あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
証
明
可
能
で
あ
れ
ば
と
望
ん
で
も
、
今
日
の
と
こ
ろ
ま

だ
そ
れ
は
な
い
。
社
会
主
義
体
制
が
現
在
の
体
制
と
隔
た
り
う
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
、
工
業
的

シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
っ
て
い
る
ス
パ
ル
タ
の
組
織
シ
ス
テ
ム
も
、
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
社
会
的
貧
困

．
．
．
．
．
を

生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
社
会
的
貧
困
は
あ
る
具
体
的
な
形
態
を
取
っ
て
さ
え
い
た
。
共
同
飲
食
の

た
め
に
は
「
平
等
者
」
た
る
各
人
は
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
一
定
量
の
食
物
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。「
貧
乏
人
に
と
っ
て
は
―
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
はPolit., 

■
Ⅱ
■, 6, 21

で
述
べ
て
い
る

―
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
慣
習
に
よ
っ
て
都
市
の
規
則
で
あ

り
、
こ
の
食
事
の
た
め
の
出
費
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
も
は
や
公
民
権
に
も
与
か
ら
な
い
。
」
そ
れ

ゆ
え
貧
困
と
い
う
物
質
的
不
幸
に
加
え
て
公
民
権
剥
奪
と
い
う
精
神
的
不
幸
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。 

 

統
計
は
、
近
代
の
産
業
シ
ス
テ
ム
が
少
な
く
と
も
今
世
紀
に
お
い
て
は
非
難
の
的
で
あ
る
富
の
集
中
を

生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
主
張
を
否
定
し
て
い
る
（
１
）
。
も
し
我
々
が
ス
パ
ル
タ
に
関
す
る
精
確
な
統
計
を

持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
古
代
の
著
作
家
た
ち
の
主
張
の
中
に
も
誇
張
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
彼
ら
の
報
告
が
真
の
事
実
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
多
分
こ
の
真
の
事
実
は

著
者
の
自
覚
も
な
し
に
、
社
会
的
貧
困

．
．
．
．
．
（m

isére sociale

）
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
社
会
主
義
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
な
富
だ
け
で
な
く
、
相
対
的

な
富
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
人
々
が
こ
の
富
に
つ
い
て
な
す
と
こ
ろ
の
評
価
を
考
慮

に
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
客
観
的
事
実
に
限
定
し
て
は
な
ら
ず
、
主
観
的
事
実
も
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
ら
社
会
主
義
者
は
正
し
い
。
幸
と
不
幸
は
と

り
わ
け
主
観
的
な
事
柄
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
大
部
分
の
人
々
に
と
っ
て
は
主
観
的
事
実
が
絶
対
的
事
実

と
融
合
す
る
、
窮
乏
の
限
界
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
限
界
点
に
到
達
す
る

以
前
で
は
大
き
な
幅
が
存
在
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
幸
不
幸
に
つ
い
て
の
主
観
的
事
実
と
富
の
多
寡
に
つ

い
て
の
客
観
的
事
実
と
の
あ
い
だ
の
完
全
な
対
応
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

社
会
主
義
者
は
、
近
代
産
業
シ
ス
テ
ム
が
富
を
急
速
に
少
数
の
手
に
集
中
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
主
張
す
る
。
も
し
我
々
が
、
ス
パ
ル
タ
で
は
非
常
に
少
数
の
人
間
が
全
て
の
富
を
所
有
し
て
い
た

と
す
る
著
作
家
た
ち
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
近
代
の
産
業
シ
ス
テ
ム
が
こ
の
よ
う
な
富
の
集
中

効
果
を
有
す
る
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
主
義
者
は
、
彼
ら
が
樹
立
し
た
い

と
欲
す
る
平
等
は
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
平
等
よ
り
も
、
よ
り
良
好
に
維
持
さ

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）Cours, liv. 

■
Ⅲ
■, chap. 

■
Ⅰ
■. 

   

A
rist., Polit.,

こ
れ
ら
は
金
持
ち
で
あ
っ
た
ス
パ
ル
タ
人
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
富
の
存
在
を
前
提
す
る
事
実
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
■
改
行
■
ア
ン
リ
・
フ
ラ
ン
コ
ッ
ト
（H

enri Francotte

）
は
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け

る
産
業
』（L’industrie dans la G

réce ancienne, 

■
Ⅱ
■, p.303

）
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ

え
私
は
、
平
等
主
義
的
な
配
慮
関
心
が
た
と
え
過
去
に
お
い
て
存
在
し
た
と
し
て
も
、
ス
パ
ル
タ
そ
の
他
に
お
い
て
、

土
地
所
有
の
組
織
を
構
想
さ
せ
そ
の
割
当
て
を
支
配
す
る
動
機
の
中
で
は
全
く
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
結

論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」 
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Platée

の
戦
い
で
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
れ
ば
五
〇
〇
〇
人
の
ス
パ
ル
タ
重
装
歩
兵
が
い
た
。
三
世
紀
後

のA
gis

の
時
代
に
は
、
プ
ル
タ
ル
ク
の
数
え
る
と
こ
ろ
で
は
市
民
は
七
〇
〇
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
富
の

集
中
が
市
民
の
数
の
こ
の
よ
う
な
減
少
に
比
例
し
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
ば
大
き
く
ま
ち
が
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
こ
れ
が
正
し
い
可
能
性
は
せ
い
ぜ
い
、
市
民
に
の
み
属
し
え
た
ス
パ
ル
タ
の
土
地
財
産

に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
ス
パ
ル
タ
人
の
九
〇
〇
〇
区
画
が
存
在
し
た
地
方
の
ほ
か
に
、

périèques

の
三
万
区
画
が
存
在
し
た
地
方
が
あ
っ
た
（
２
）
。
そ
し
て
前
者
に
お
け
る
土
地
財
産
の
集
中
は

後
者
に
お
け
る
土
地
財
産
の
集
中
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
。
後
者
に
お
け
る
土
地
財
産
の
集
中
は
起
こ
り

得
た
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
次
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
古
代
に
つ
い
て
語
る
際
に
し
ば

し
ば
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
不
動
産
は
富
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
に
お

い
て
さ
え
動
産
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
あ
る
い
は
作
者
は
不
明
で
あ
る
がAlcibiade

の
著
者
は
、Lacédém

one

だ
け
で
ギ
リ
シ
ア
の
そ
の
他
の
地
方
全
体
よ
り
も
多
く
の
金
銀
を
も
っ
て
い
た

と
さ
え
主
張
し
て
い
る
。
プ
ル
タ
ル
ク
は
（Agis
）
、
ス
パ
ル
タ
の
不
幸
を
、
ア
テ
ネ
を
征
服
し
た
後
、
ス

パ
ル
タ
が
金
銀
で
満
た
さ
れ
た
こ
と
に
帰
し
て
い
る
。périèques

は
商
業
と
工
業
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ

し
て
彼
ら
が
そ
れ
に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
り
、
ス
パ
ル
タ
人
よ
り
も
金
持
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
はA

rchém
achos

（A
th., 

■
Ⅵ
■, p.264

）
か
ら
、
多
数
の

pénestes

が
そ
の
主
人Thessaliens

よ
り
も
金
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
奴
隷
で
さ

え
か
な
り
の
額
の
動
産
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
（
３
）
。
同
様
に
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
時
代
に

は
、
封
建
貴
族
が
没
落
し
、
新
し
い
貴
族
と
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
上
昇
す
る
の
が
見
ら
れ
る
（
４
）
。
イ

タ
リ
ア
で
起
き
た
現
象
を
ス
パ
ル
タ
で
起
き
た
現
象
か
ら
分
け
る
も
の
は
、
こ
の

後
の
事
情
で
あ
る
。

し
ば
し
の
間
、
イ
タ
リ
ア
で
は
封
建
貴
族
の
み
が
自
由
な
人
間
で
あ
り

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

公
民

で
あ
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。

彼
ら
の

カ
ー
ス
ト

集
団
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
の
著
作
家
た
ち
が
描
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
事
態
は
描
か
れ

た
で
あ
ろ
う
し
（
５
）
、Polybe

が
語
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
富
の
集
中
と
「
人
々
の
窮
乏
」
が
語
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
。
古
代
の
著
作
家
た
ち
が
住
民
に
つ
い
て
我
々
に
語
る
こ
と
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
は
非
常
な
慎

重
さ
が
必
要
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
公
民
の
み
を
注
意
し
て
見
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
他
の
人
間
は
彼
ら
の

目
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

（
５
）
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
（H

ell., 

■
Ⅲ
■, 3, 5,

）
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、C

inadon

は
「
平
等
者
」
に
対
し
て
陰
謀
を

企
て
、
彼
が
共
犯
者
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
一
人
の
男
に
、
あ
る
一
日
に
ア
ゴ
ラ
に
い
る
ス
パ
ル
タ
人
の
数
を
数

（
４
）
■
本
訳
、
三
八
頁
を
参
照
。
■ 

（
３
）H

érod., 

■
Ⅸ
■, 79; Plut., Cleom

., 23. C
léom

ène

は
五
百
ド
ラ
ク
マ
を
払
っ
た
奴
隷
に
は
自
由
を
与
え
た
。

こ
う
し
て
彼
は
五
百
タ
ラ
ン
ト
の
金
を
集
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
五
百
ド
ラ
ク
マ
を
支
払
う
こ
と
の
で
き
た
奴
隷
は
六

百
人
い
た
こ
と
に
な
る
。 

（
２
）Plut., Lyc., 8. 

（
１
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
はPol., 

■
Ⅱ
■, 6, 11,

で
、
ス
パ
ル
タ
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
千
五
百
人
の
騎
兵
と
三
万
人
の

重
装
歩
兵
を
ま
か
な
う
能
力
の
あ
る
国
は
、
辛
う
じ
て
一
千
人
の
戦
闘
員
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
住
民
総
数
の
減
少
を
示
す
も
の
と
一
般
に
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
減
少
が
本
当
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
語
っ
て
い
る
の
は
公
民
に
つ
い
て
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
は
数

に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
を
否
定
し
な
く
と
も
、
奴
隷
の
数
の
方
が
も

っ
と
多
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。 
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紀
元
前
五
八
〇
年
頃
、
リ
パ
ー
リ
諸
島
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
住
み
着
き
、
「
あ
る
者
は
全
員
に
共
有
の
土
地

を
耕
作
し
、
ま
た
あ
る
者
は
海
賊
と
闘
っ
て
い
た
（
１
）
。
」
し
か
し
、
土
地
の
耕
作
だ
け
が
ギ
リ
シ
ア
人
の

従
事
し
て
い
た
生
産
分
野
で
は
な
く
、
彼
ら
は
そ
の
上
海
賊
で
も
あ
っ
た
。
「
彼
ら
の
習
慣
は
―
―
と

Tite-Live

は
言
う
―
―
あ
た
か
も
掠
奪
が
国
家
歳
入
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
捕
獲
物
を
共
有
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
」
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
こ
こ
に
軍
事
的
社
会
主
義
を
見
出
す
。
こ
れ
は
シ
ー
ザ
ー
が
ラ
イ
ン
河
沿
岸

のSuèves

で
観
察
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
「
彼
ら
は
一
〇
〇
の
地
域
区
画
を
つ
く
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画

か
ら
毎
年
一
〇
〇
〇
人
の
武
装
男
子
が
戦
争
に
出
か
け
る
。
国
に
残
る
者
た
ち
は
自
分
た
ち
及
び
不
在
者

の
た
め
に
そ
の
土
地
を
耕
作
す
る
。
彼
ら
も
次
の
年
に
は
武
装
す
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
以
外
の
者
は
国
に

残
る
の
で
あ
る
。
」
（D

e bell. gall., 

■
Ⅳ
■, 1

）
。 

 

要
す
る
に
、
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
推
移
は
、
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
が
存
在
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
社
会

に
お
け
る
推
移
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
富
の
一
般
的
配
分
が
あ
ま
り
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ

と
で
あ
る
が
、
ス
パ
ル
タ
の
場
合
で
は
、
貴
族
の
大
多
数
は
貧
乏
に
な
っ
た
。
ペ
リ
エ
ー
ク
（périèques

）

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
、
他
方
で
はatim

ie

等
に
よ
っ
て
ス
パ
ル
タ
人
が
権
利
を
失
っ
て

い
た
が
、
金
持
ち
に
な
っ
た
。
双
方
と
も
に
不
満
で
あ
っ
た
。
一
方
は
権
利
を
も
っ
て
い
て
も
富
が
な
く
、

他
方
は
富
を
も
っ
て
い
て
も
権
利
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。A

gis

の
時
代
に
お
け
る
ス
パ
ル
タ
社
会
の

こ
の
よ
う
な
状
態
は

初
の
革
命
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
状
態
と
あ
ま
り
違
っ
て
い
な
い
（
１
）
。
こ
の
革

命
は
、
貴
族
は
新
し
い
血
を
注
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
ら
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情

の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
血
の
注
入
は
ス
パ
ル
タ
で
は
不
可
能
あ
る
い
は
非
常
に
稀
で
あ
っ
た
。 

 
A

gis

とC
léom

ène

に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
改
革
に
つ
い
て
プ
ル
タ
ル
ク
が
述
べ
て
い
る
こ
と
の
な
か

に
、
財
の
新
し
い
分
配
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、périèques

を
公
民
と
し
て
の
地
位
に
ま

で
上
昇
さ
せ
る
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
） 

D
iod., 

■
Ⅴ
■, 9. Tite-Live, 

■
Ⅴ
■, 28

の
文
章
に
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
、
Ｔｈ
・
ラ
イ
ナ
ッ
パ
氏
（Th. 

R
einaeh

）
で
あ
る
。M

os erat civitatis, velut publico latrocinio partam
 praedam

 dividere. 

彼
ら

は
ロ
ー
マ
が
デ
ル
フ
ォ
イ
に
運
ん
だ
金
一
ク
ラ
テ
ラ
を
掠
奪
し
た
。
同
じ
事
実
はD

iod., 

■
Ⅹ
Ⅰ
Ⅴ
■, 93

に
よ

っ
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

（
１
） 

テ
ー
ヌ
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
』（Taine, L’ancien régim

e, p.48 à 51

）「B
ouillé

は
、
二
百
な
い
し
は

三
百
の
家
族
を
除
い
て
旧
い
家
族
は
す
べ
て
没
落
し
た
と
概
算
し
て
い
る
。
ブ
エ
ル
グ
で
は
数
人
が
五
〇
ル
イ
、
あ

る
い
は
二
五
ル
イ
の
収
入
で
生
活
し
て
い
た
。
…
ベ
リ
ー
で
は
一
七
五
四
年
頃
、
『
四
分
の
三
が
餓
死
し
た
。
』
フ
ラ

ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ
で
は
、
我
々
が
い
ま
述
べ
た
ば
か
り
の
信
徒
団
体
は
喜
劇
的
な
光
景
で
あ
る
。
『
ミ
サ
の
後
彼
ら

は
、
あ
る
者
は
歩
い
て
、
ま
た
あ
る
者
は
や
せ
馬
に
乗
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
戻
る
。
』
…
彼
ら
は
借
金
を
し
、
負

債
に
苦
し
み
、
土
地
を
一
切
れ
一
切
れ
と
売
っ
て
い
る
。
」 

他
方
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
金
持
ち
に
な
っ
た
。Ibidem

, p.401.

「
十
八
世
紀
に
は
第
三
身
分
の
状
況
に
非
常
に
大

き
な
変
化
が
生
ず
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
働
き
、
製
造
し
、
商
売
を
し
、
稼
ぎ
、
節
約
し
、
そ
し
て
日
々
ま
す
ま
す
金

持
ち
に
な
っ
た
。
…
」
さ
ら
に
、p.406.

「
同
時
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
社
会
的
階
段
を
昇
り
、
彼
ら
の
エ
リ
ー
ト

を
通
じ
て

高
の
地
位
に
行
き
着
い
て
い
る
。
」 

    

え
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
ス
パ
ル
タ
人
は
四
百
人
の
う
ち
四
十
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。 
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多
数
の
事
実
が
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
時
代C

rotone

で
、
そ
し
て
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
自
体
の
中
に
、
私
有

財
産
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。Jam

blique

が
言
う
と
こ
ろ
で
は
、C

ylon
そ
の
他
の

金
持
ち
の
公
民
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
敵
対
者
で
あ
っ
た
。
金
持
ち
と
貧
乏
人
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
共
産
主
義
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
とM

ilon
は
自
己

所
有
の
住
居
を
持
っ
て
い
た
し
、Tarente

のA
rchytas

は
領
地
と
奴
隷
を
も
っ
て
い
た
。
有
名
な
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
の
格
言
「
友
人
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
は
す
べ
て
が
共
有
で
あ
る
（
１
）
」
が
意
味
し
て
い
る
の
は
た
だ
、

ス
パ
ル
タ
人
そ
の
他
が
相
互
に
助
け
合
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
学
派
の
メ
ン
バ
ー
は
相
互
に
助
け
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
財
の
共
有
に
つ

い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
体
系
よ
り
も
「
公
共
の
習
俗
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
良
き
法
律
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

現
在
の
体
系
」
を
好
む
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
考
え
方
で
あ
る
。
「
現
在
の
体
系

は
共
有
と
排
他
的
所
有
と
い
う
二
つ
の
利
点
を
結
合
し
て
い
る
と
私
は
言
い
た
い
」
（Polit., 

■
Ⅱ
■, 2, 

4

）
。
そ
し
て
彼
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
上
記
の
古
諺
を
引
用
し
て
い
る
。 

 

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
共
産
主
義
は
、
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
た
な
ら
ば
、
本
来
の
意
味
で
の
社
会
主
義

に
よ
り
接
近
し
て
い
る
。
あ
い
に
く
こ
れ
ほ
ど
不
確
実
な
も
の
は
な
い
。Zeller

が
非
常
に
見
事
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
「
伝
承
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
哲
学
及
び
そ
の
創
始
者
に
つ
い
て
、
事
実
が
生
じ
た
時
代
か
ら
そ
の
哲

学
が
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
多
く
の
細
部
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
逆
も
成
り

立
っ
て
い
て
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
哲
学
は
事
象
そ
の
も
の
に
さ
か
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
口
を
利
か
な
く

な
る
（
１
）
。
」
こ
の
現
象
は
ス
パ
ル
タ
で
起
こ
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
ス
パ
ル
タ
で
は
紀
元
前
三
世

紀
あ
る
い
は
も
っ
と
近
い
時
期
の
社
会
主
義
的
理
念
は
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
（Lycurgue

）
に
負
う
も
の
で
あ

っ
た
。 

 

原
始
的
共
産
主
義
の
存
在
を
証
明
す
る
に
つ
い
て
こ
の
二
つ
の
例
は
大
い
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
過
去
に
も
現
在
に
も
、
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
ヘ
ロ
ド

ト
ス
は
（
■
Ⅳ
■, 42
）
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
た
ち
が
海
路
で
ア
フ
リ
カ
を
回
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

「
秋
が
来
る
と
彼
ら
は
も
と
い
た
リ
ビ
ア
の
土
地
に
上
り
、
小
麦
を
播
い
た
。
収
穫
の
時
期
ま
で
そ
の
ま

ま
待
ち
、
収
穫
の
後
再
び
海
に
戻
っ
た
。」
我
々
の
著
者
は
言
わ
な
い
が
、
こ
の
収
穫
が
共
同
で
行
な
わ
れ

た
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
現
在
で
も
ア
フ
リ
カ
を
横
断
す
る
武
装
軍
団
の
メ

ン
バ
ー
は
、
彼
ら
が
手
に
入
れ
る
食
料
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
と
本
来
の
意
味
で
の
社
会
主
義
組
織
と

の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
距
離
が
あ
る
。 

（
１
） 

ギ
リ
シ
ア
語
三
語
。
「
こ
の
諺
は
古
代
著
作
家
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、
そ
し
て
異
な
る
意
味
で
現
わ
れ
る
。

Jam
blique

は
（D

e Pyth.vita

）
、
明
ら
か
に
財
の
共
有
と
い
う
意
味
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
点
はD

iog. Laert.,

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
るTim

ée

に
つ
い
て
も
、Porph. M

al.; G
ellius, 

■
Ⅰ
■, 9

に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
り
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
よ
り
も
ず
っ
と
時
期
的
に
後
の
著
作
家
た
ち
も
こ
の
伝
統
に
従
っ
て
い
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

が
（E

uripide, O
rest., 735

）
こ
の
諺
を
引
用
し
て
い
る
の
は
全
く
別
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

Pylade

に
あ
っ
て
は
、
幸
福
も
不
幸
も
友
人
に
は
共
有
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

（
１
） La philosophie des G

recs, trad. franç., 

■
Ⅰ
■, p.282. 
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ギ
リ
シ
ア
で
は
紀
元
前
三
世
紀
お
よ
び
二
世
紀
ご
ろ
、
「
全
く
お
び
た
だ
し
い
数
の
収
奪
が
存
在
し
た
」

とM
. P. G

uiraud

氏
は
述
べ
て
い
る
。
「
多
く
の
都
市
がC

inoetha d’A
rcadie

の
よ
う
に
、
殺
人
、
略

奪
、
強
奪
に
よ
っ
て
長
期
に
わ
た
っ
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
た
（
１
）
。
」 

 

要
す
る
に
、
ギ
リ
シ
ア
に
は
社
会
主
義
の

初
の
二
つ
の
部
類
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
財
産
あ
る
い
は

生
産
手
段
の
所
有
だ
け
が
集
団
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
部
類
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
、
現
代
の
我
々
の
社
会
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
第
三
の
部
類
、
す
な
わ
ち
国
家
社
会

主
義
で
あ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
と
く
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
方
の
市
民
に
よ
る
他
方
の
市
民

か
ら
の
直
接
的
な
収
奪
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
け
る
中
世
の
共
和
国
と
の
類
似
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

現
代
で
は
こ
の
よ
う
な
直
接
的
収
奪
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
滅
し
た
。
し
か
し
類
似
的
現
象
は
な
お
い
く

つ
か
た
し
か
に
存
在
す
る
。
ナ
ポ
リ
のcam

orra

、
シ
シ
リ
ー
の
マ
フ
ィ
ア
、
銀
行
に
お
け
る
政
治
屋
の

直
接
的
暴
利
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
彼
ら
の
操
作
。
い
く
つ
か
の
国
で
は
労
働
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に

参
加
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
仲
間
を
殴
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
い
く
つ
か
の
国
で

は
彼
ら
は
、
権
利
と
し
て
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
事
実
上
、
労
働
を
売
る
た
め
に
自
由
に
同
意
さ
れ
た

契
約
を
気
が
向
け
ば
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
経
営
者
は
そ
れ
を
厳
密
に
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
す
べ
て
規
模
の
点
で
は
ギ
リ
シ
ア
で
起
っ
た
全
般
的
収
奪
の
下
位
に
位
置

す
る
。
今
日
で
は
、
社
会
階
級
間
あ
る
い
は
個
人
間
の
直
接
的
奪
取
の
代
り
に
国
家
社
会
主
義
に
よ
る
措

置
を
と
る
き
わ
め
て
顕
著
な
傾
向
が
存
在
す
る
。 

 

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
何
人
か
は
禁
欲
主
義
と
い
う
点
で
今
日
の
あ
る
種
の
「
倫
理
学
者
」
（éthiques

）

に
似
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
苦
行
を
成
就
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
、
ギ

リ
シ
ア
の
喜
劇
詩
人
の
良
識
が
明
ら
か
に
し
た
過
度
と
い
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
（
１
）
。 

（
１
） La propr. fonc. en G

rèce, p.608. 

同
じ
著
者
はLa m

ain d’oeuvre indust. dans l’anc. G
rèce, p.212. 

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
民
主
派
の
あ
い
だ
で
は
、
わ
ず
か
な
報
酬
を
得
る
た
め
に
あ
ま
り
骨
を
折
る
こ
と

は
全
く
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
革
命
の
お
か
げ
で
富
あ
る
い
は
生
活
の
ゆ
と
り
を
一
夜
に
し
て
獲
得
で
き

る
の
だ
か
ら
、
と
一
人
な
ら
ず
判
断
し
て
い
た
。
」
こ
れ
は
多
く
の
人
々
が
今
日
で
も
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
な
考
え
に
取
り
付
か
れ
て
、
彼
ら
は
労
働
を
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
急
ぐ
、
辛
く
嫌
な
労
苦
と

み
な
し
、
た
と
え
必
要
上
仕
事
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
心
の
底
で
は
遅
か
れ
早
か
れ
そ
れ
か
ら
離
れ
る

希
望
を
も
ち
続
け
た
。
彼
ら
の
渇
望
の
主
要
な
対
象
は
土
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
が

も
一
般
的
に
共
有
し
た

の
も
土
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
住
居
、
奴
隷
、
鋳
造
貨
幣
も
軽
視
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
、

（
１
）D

iog. Laert., 

■
Ⅷ
■, 38

に
引
用
さ
れ
て
い
る A

ristophon 

は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
つ
い
て
言
う
。
「
彼
ら
は

野
菜
を
食
べ
、
そ
の
液
汁
を
飲
む
。
し
か
し
若
い
者
た
ち
は
し
ら
み
、
ぼ
ろ
着
、
不
潔
に
耐
え
得
な
い
。
」
同
じ
著
者

は
あ
る
人
物
に
、
「
黄
泉
の
国
で
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
人
間
だ
け
が
死
者
の
神
プ
リ
ュ
ト
ー
ン
と
夕
食
を
共
に
し

て
い
る
。
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
別
の
人
物
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
こ
の
神
は
、
こ
の
垢
に
ま
み
れ
た
人
間
た

ち
の
あ
い
だ
で
喜
び
を
感
ず
る
な
ら
ば
、
大
変
き
さ
く
な
神
で
あ
る
。
」 

     

キ
ケ
ロ
が
（D

e offic., 

■
Ⅰ
■, 16; et D

e legib., 

■
Ⅰ
■, 12. M

artial, 

■
Ⅱ
■, 43: D

as nihil et dicis, 
Candide , 

ギ
リ
シ
ア
語
二
語
？
）
こ
の
諺
を
用
い
る
の
は
道
徳
的
意
味
に
お
い
て
で
も
あ
る
。 
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Polybe

は
（
■
Ⅵ
■, 9, 4

）
そ
れ
ま
で
継
起
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
の
政
体
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
次
の

よ
う
に
言
う
。
「
旧
体
制
の
権
力
と
支
配
を
経
験
し
た
人
間
が
い
く
人
か
残
っ
て
い
た
限
り
に
お
い
て
は
、

平
等
と
自
由
の
上
位
に
来
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
（
１
）
。
」
こ
れ
は
ま
だ
現
代
に
も
起
き
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
い
く
つ
か
の
古
い
政
府
が
自
由
の
名
に
お
い
て
く
つ
が
え
さ
れ
、
改
変
せ
ら
れ
、
変
形
さ
れ
た
。

そ
の
と
き
に
は
自
由
こ
そ
が
人
の
望
む
す
べ
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
や
が
て
場
面
は
変
わ

り
、
い
ま
や
多
く
の
人
々
が
軽
蔑
と
共
に
自
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
自
由
を
欲
す
る
の
は
た

だ
他
人
の
財
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。Polybe

は
、
彼
の
時
代
と
し
て
は
優
れ
た
観
察
者
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
歴
史
は
繰
返
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、

多
分
い
つ
の
日
に
か
、
彼
は
少
し
く
予
言
者
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（Ibidem

, 8

）
。
「
民
衆
が

他
人
の
財
産
で
生
活
し
、
自
ら
の
頼
み
の
綱
を
他
人
の
財
産
の
う
ち
に
見
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
き

に
は
、
貧
乏
の
故
に
政
治
権
力
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
一
人
の
豪
胆
な
指
導
者
が
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
民

衆
を
暴
力
的
に
権
力
に
対
し
て
立
ち
向
か
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
（Ibidem

, 9

）
。
そ
の
後
に
来
る
の
は
、
殺
人
、

国
外
追
放
、
土
地
の
分
割
、
で
あ
る
。
」 

 

悪
は
も
っ
と
昔
か
ら
存
在
し
た
。Théognis de M

égare 

は
事
態
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
「
し

か
し
、
悪
人
が
暴
力
的
に
な
る
と
き
、
彼
ら
は
民
衆
を
頽
廃
さ
せ
、
自
分
た
ち
の
財
産
と
権
力
の
た
め
に

不
当
な
判
決
を
下
す
。
こ
の
よ
う
な
都
市
が
た
と
え
現
在
は
平
穏
無
事
で
あ
っ
て
も
、
悪
人
が
公
共
の
不

幸
に
由
来
す
る
利
益
を
享
受
し
て
い
る
と
き
に
は
、
長
い
間
平
穏
無
事
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
は
な
ら
な

い
。
」
（
四
四
‐
五
〇
頁
）
「
暴
力
は
―
と
彼
は
先
の
方
で
書
い
て
い
る
（
一
一
〇
三
頁
）
―M

agnésie, 
C

olophon et Sm
yrne

を
破
滅
さ
せ
た
。
」
人
々
は
自
分
自
身
か
ら
自
ら
の
財
を
奪
っ
た
。
さ
ら
に

M
égare

で
は
民
主
制
と
寡
頭
制
と
が
、
共
に
不
正
で
暴
力
的
で
あ
っ
た
が
、
交
互
に
交
替
を
続
け
て
い
た

（
１
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
非
常
に
頻
繁
な
革
命
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
次
の
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
た
ち
は
「
民
衆
の
人
気
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
不
当
な
仕
打
ち
を
し
、
名
士
た
ち
を

憤
激
に
駆
り
立
て
、
財
産
が
分
有
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
富
裕
者
の
義
務liturgies

を
課
す
こ

と
を
要
求
し
、
そ
し
て
時
に
は
民
衆
の
た
め
に
巨
大
な
財
産
を
没
収
す
る
た
め
に
彼
ら
名
士
た
ち
を
誹
謗

中
傷
し
た
」
の
で
あ
る
。
（Polit., 

■
Ⅴ
■, 5, 3

）
同
じ
よ
う
な
渇
望
が
ま
さ
に
今
日
で
も
ま
だ
存
在
し
て

い
る
。
あ
る
も
の
は
全
て
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
を
裸
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
あ
る
者
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け

を
裸
に
し
よ
う
と
し
、
あ
る
者
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
け
を
、
あ
る
い
は
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
け
を
、
あ
る

い
は
特
に
宗
教
団
体
だ
け
を
裸
に
し
よ
う
と
す
る
。
一
九
〇
一
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
大
財
産
の
見
直
し

．
．
．

案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。 

（
１
） M

égare

の
歴
史
に
つ
い
て
は
、Fr.C

auer, Parteien und Politiker in M
egara und Athen, 1890

を
参
照
。 

■
改
行
■
プ
ル
タ
ル
ク
は
（Q

uaest. G
raec., 18

）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
貧
乏
人
た
ち
は
金
持
ち
に
対
し

て
暴
力
を
振
う
に
至
っ
た
。
彼
ら
は
力
ず
く
で
屋
敷
に
押
し
入
り
、
金
持
ち
た
ち
に
対
し
て
自
分
た
ち
を
贅
を
こ
ら

し
て
待
遇
す
る
こ
と
を
強
い
、
豪
華
な
食
事
を
ふ
る
ま
わ
せ
た
。
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
彼
ら
は
暴
力
に
訴
え
、
そ
の

無
礼
傲
慢
を
制
し
う
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
」 

 

  

彼
ら
が
所
有
者
と
し
て
の
身
分
を
得
さ
え
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
手
に
入
れ
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
た
。
」
多
分
彼
ら

は
こ
の
時
代
か
ら
「
連
帯
」
あ
る
い
は
何
か
そ
れ
に
似
た
も
の
を
発
明
し
て
さ
え
い
た
で
あ
ろ
う
。 
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マ
ル
ク
ス
主
義
が
目
指
し
て
い
る
の
は
私
的
資
本
の
集
団
的
資
本
へ
の
転
換
の
み
で
あ
っ
て
、
資
本
そ

の
も
の
は
破
壊
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
家
社
会
主
義
は
、
そ
れ
が
破
壊
す
る
私
的
形
態
に
お
け

る
資
本
を
集
団
的
形
態
に
お
い
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
は
関
心
を
も
た
ず
に
、
た
だ
富
を
奪
取
す
る
こ
と

に
の
み
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遅
か
れ
早
か
れ
必
然
的
に
国
の
疲
弊
に
帰
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
次
の
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
の
技
術
的
な
ら
び
に
社
会
的
状
況
を
所
与

と
す
れ
ば
、
資
本
の
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
、
つ
ま
り
不
動
産
資
本
、
動
産
資
本
、
そ
し
て

ペ
ル
ソ
ネ
ル

人
的
資
本
（
１
）

は
、

何
か
ど
の
よ
う
な
比
率
で
で
も
結
合
で
き
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

大
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に

は
、
絶
対
的
に
固
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
か
な
り
小
さ
な
範
囲
内
で
の
み
変
化
し
う
る
と
こ
ろ
の
比
率
に

お
い
て
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
結
果
す
る
。
す
な
わ
ち
、
均
衡
状
態

が
存
在
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
種
の
資
本
の
う
ち
の
一
つ
、
た
と
え
ば
動
産
資
本
の
量
を
乱
暴
に
減
ら

す
な
ら
ば
、
他
の
二
種
の
資
本
は
も
は
や
同
じ
よ
う
に
有
効
に
は
使
用
さ
れ
ず
、
一
般
的
生
産
力
は
減
退

し
、
結
果
と
し
て
消
費
も
ま
た
減
退
し
、
貧
困
は
増
大
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果

は
我
々
が
明
ら
か
に
し
た
別
の
事
実
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
次
の
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
収
入
の
配
分
曲
線
は
非
常
に
顕
著
な
安
定
性
を
示
す
こ
と
、
そ
の
曲
線
は
、
時

と
場
所
の
状
況
が
大
い
に
変
化
し
て
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
統
計
的
に
集

め
ら
れ
た
事
実
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
人
を
驚
か
せ
る
。
こ
の
命
題
が
人
々
の

心
理
的
特
徴
の
分
布
の
う
ち
に
、
ま
た
資
本
の
結
合
比
率
は
任
意
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
実
の
う
ち

に
起
源
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
か
な
り
確
実
で
あ
る
。
収
入
の
配
分
曲
線
は
所
与
と
し
て
、
一
定
以

上
の
収
入
を
も
つ
人
間
は
す
べ
て
、
財
産
を
接
収
さ
れ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
収
入
の
配
分
は
長
期
に
わ
た

っ
て
変
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
人
々
の
肉
体
的
精
神
的
特
徴
の
不
等
性
が
つ
い
に

は
収
入
の
不
等
性
を
つ
く
り
出
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
た
め
に
は

少
な
く
と
も
何
世
代
か
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
別
の
効
果
が
は
る
か
に
早
く
生
み
出
さ
れ
、
乱

さ
れ
た
均
衡
が
回
復
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
富
裕
な
階
級
の
収
入
は
一
部
は
動
産
資
本
を
維
持
し
増
大
さ

せ
る
の
に
役
立
つ
。
こ
の
点
は
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
家
は
蓄
積
の
熱
狂
的
な
主
体
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、

思
い
切
っ
た
投
機
に
使
わ
れ
る
場
合
に
は
生
産
の
新
し
い
分
野
を
開
く
動
産
資
本
の
一
部
を
な
す
、
と
述

べ
る
際
に
彼
が
よ
く
見
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
収
入
が
、
集
団
的
資
本
の
収
入
に
よ
っ
て
埋

め
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
措
置
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
削
ら
れ
る
な
ら
ば
、
動
産
資
本
の
総
額
は
一
定
の
減
少

を
蒙
む
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
の
比
率
は
変
化
し
、
結
果
と
し
て
生
産
は
、
動
産
資
本
の

も
生
産
的
な
部
分
が
削
ら
れ
れ
ば
削
ら
れ
る
ほ
ど
、
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
生
産
力
の
一
般
的
減
少
は
収

入
の
一
般
的
減
少
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
収
入
の
高
い
部
分
が
削
ら
れ
、
曲
線
の
上
の
方

の
部
分
が
切
断
さ
れ
、
意
に
反
し
て
収
入
の
あ
ま
り
高
く
な
い
部
分
も
同
時
に
減
額
さ
れ
て
し
ま
う
。
曲

線
の
下
の
方
の
部
分
が
全
体
と
し
て
さ
ら
に
低
く
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
曲
線
自
体
は
、
す
べ
て
の
部
分

の
収
入
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
、
以
前
の
形
と
か
な
り
類
似
し
た
形
を
再
び
と
る
こ
と
に
な

る
（
２
）
。
海
塩
の
溶
液
が
大
き
な
立
方
体
に
結
晶
化
す
る
の
を
、
た
と
え
ば
揺
り
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
妨

 

ア
テ
ネ
は
部
分
的
に
こ
の
よ
う
な
悪
を
免
れ
た
。
そ
こ
で
は
私
的
収
奪
の
代
り
に
国
家
社
会
主
義
の
は

る
か
に
秩
序
だ
っ
た
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
国
家
社
会
主
義
も
そ
の
果
実
を

生
み
出
し
た
後
、
結
局
の
と
こ
ろ
都
市
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
。 

（
１
） 
ギ
リ
シ
ア
語
一
行
。 
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ア
テ
ネ
に
お
け
る
税
の
累
進
性
の
問
題
が
大
い
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
ベ
ー
ク
（B

oekh

）
の
理
論
―
こ

れ
に
よ
れ
ばeisphora

は
明
確
に
累
進
的
で
あ
っ
た
が
―
は
勇
ま
し
い
反
論
者
を
見
出
し
た
。
我
々
の
扱

っ
て
い
る
問
題
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
か
か
ず
ら
う
必
要
は
な
い
。
税
が
法
律
上
は
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
事
実
と
し
て
は
、
税
金
に
よ
っ
て
財
産
に
対
し
て
な
さ
れ
た
先
取
り
と
、
多
少
と
も
自
由

意
志
で
あ
っ
た
富
裕
者
の
奉
仕
義
務
と
が
、
累
進
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

全
体
的
な
先
取
り
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
考
察
し
よ
う
（
１
）
。 

 

今
日
、
国
家
社
会
主
義
が
実
現
し
た
、
私
的
資
本
の
破
壊
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
技
術
の
進
歩
と
経

済
組
織
の
進
歩
に
よ
る
生
産
の
増
大
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
国
家
社
会
主
義
は
あ
た
か
も
、

強
力
で
生
命
力
の
あ
る
生
き
も
の
を
蝕
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
期
間
は
そ
の
犠
牲
者
を
あ
ま
り
弱
ら
せ

る
こ
と
も
な
く
栄
え
る
こ
と
の
で
き
る
寄
生
物
の
よ
う
に
成
長
し
て
き
た
。
工
業
お
よ
び
農
業
に
お
け
る

生
産
力
の
増
大
は
国
家
に
よ
る
生
産
物
の
破
壊
よ
り
も
早
く
進
行
し
た
。
そ
う
し
て
節
約
は
国
家
に
よ
っ

て
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
資
本
を
復
原
さ
せ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
増
大
さ
せ
さ
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
埋
め
合
わ
せ
が
い
つ
ま
で
も
続
き
、
ま
た
我
々
の
社
会
が
、
か
つ
て
ア
テ
ネ
や
ロ
ー

マ
帝
国
を
襲
っ
た
よ
う
な
没
落
を
完
全
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
証
明
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
ア
テ

ネ
や
ロ
ー
マ
で
は
正
に
こ
の
埋
め
合
わ
せ
が
続
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
私
的
な
形
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
た
資
本
が
た
だ
ち
に
集
団
的
な
形
態
の
も
と
に
再
構
成
さ

れ
な
い
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
新
し
い
形
態
の
も
と
で
も
資
本
の
生
産
性
が
古
い
形
態
の
場
合
よ
り
も

は
る
か
に
低
い
な
ら
ば
、
人
々
が
享
受
し
う
る
財
の
総
額
は
必
然
的
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ

の
減
少
の
原
因
を
何
か
別
の
増
大
化
原
因
が
補
う
よ
う
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
人
々
の
不
幸
が
増
大
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
こ
の
よ
う
な
推
論
を
い
く
つ
も
立
証
し
て
い
る
。 

 

資
本
の
減
少
が
単
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
発
展
し
て
い
る

社
会
に
あ
っ
て
は
資
本
量
は
、
一
方
で
は
人
口
の
増
大
に
つ
い
て
い
く
た
め
に
、
他
方
で
は
技
術
的
進
歩

―
こ
れ
は
結
果
と
し
て
動
産
資
本
の
そ
の
他
の
資
本
に
対
す
る
割
合
を
絶
え
ず
増
大
さ
せ
る
―
に
つ
い
て

い
く
た
め
に
、
増
大
す
る
。
も
し
資
本
量
が
こ
う
し
た
事
情
で
必
要
と
さ
れ
る
量
よ
り
も
増
加
し
な
い
よ

う
に
な
る
と
、
絶
対
的
減
少
か
ら
生
ず
る
の
と
類
似
し
た
結
果
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。 

げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
小
さ
な
立
方
体
に
結
晶
化
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
結
晶
の
形
は
同
じ
に
な
る
で
あ

ろ
う
。 

（
１
）M

. E
. Ciccotti

は La retrib. delle funzioni pubbliche nell’ant. Atene,

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
が
、
我
々
は
そ
れ
を
正
し
い
と
は
思
う
。
す
な
わ
ち
、
市
民
に
対
し
て
国
家
か
ら
支
払
わ
れ
る
報
酬
は
市
民
を
何
も
せ

（
２
） 

こ
の
説
明
は
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
数
学
を
使
わ
ず
に
説
明
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。 

（
１
） 

我
々
は
ワ
ル
ラ
ス
氏
の
分
類
を

良
の
も
の
の
一
つ
と
し
て
採
用
す
る
。
人
的
資
本
と
は
人
間
た
ち
の
こ
と
で
あ

り
、
彼
ら
の
働
き
（service

）
は
労
働
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
経
済
学
理
論
の
説
明
は
資
本
概
念
か
ら
独
立
の
も
の

と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
経
済
的
財
の
変
形
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
概
念
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
資
本
と
い
う
概
念
は
大
い
に
説
明
を
単
純
化
す
る
の
で
あ
る
。
収
入
の
再
配
分
に
つ
い
て
ず
っ
と

先
に
触
れ
ら
れ
た
問
題
はCours, vol. 

■
Ⅱ
■, ch. 

■
Ⅲ
■
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
い
う
ち
に
出
版

さ
れ
る
著
作
の
主
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 
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告
発
者
た
ち
は
仕
事
を
完
了
し
た
。
今
日
、
反
対
者
と
闘
う
た
め
に
司
法
権
を
使
っ
て
い
る
政
治
家
た

ち
は
ア
テ
ネ
の
デ
マ
コ
ー
グ
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
に
す
ぎ
な
い
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
静
か
に
自
分
の

 

富
裕
な
人
々
は
ま
た
税
金
―proeisphora

―
を
前
払
い
し
、
次
い
で
税
金
の
取
り
立
て
を
す
る
義
務
を

負
っ
て
い
た
。
類
似
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
悪
と
浪
費
が

近
の
事
例
の
中
に
も
あ
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ

ジ
ー
ム
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
徴
税
官
は
税
金
を
割
り
当
て
る
こ
と
も
徴
収
す
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。「
こ
の
仕
事
は
―
と
テ
ュ
ル
ゴ
ー
は
言
う
―
絶
望
の
原
因
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
そ
の

担
当
者
の
破
滅
を
引
き
起
し
た
。
こ
う
し
て
一
つ
の
村
の
裕
福
な
家
族
は
す
べ
て
、
相
次
い
で
食
う
や
食

わ
ず
の
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。
」
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
悪
習
が
生
み
出
さ
れ
、
浪
費
を
増
加
さ
せ
る
よ

う
に
な
る
。
い
く
人
か
の
抜
け
目
の
な
い
手
品
師
の
よ
う
な
人
間
はproeisphora

に
よ
っ
て
前
払
い
し
た

以
上
に
徴
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
大
多
数
の
徴
税
官
は
破
産
さ
せ
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
債
務
者
は
税
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
あ

る
徴
税
請
負
人
は
、
自
分
に
は
悪
い
債
権
ば
か
り
が
任
せ
ら
れ
る
と
嘆
い
て
い
る
（in Polyclem

, 9

）
。
デ

モ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、Phénippe

に
対
す
る
反
論
は
税
金
に
よ
っ
て
破
産
さ
せ
ら
れ

た
一
市
民
の
存
在
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る
。 

 
 

Ｐ
・
ギ
ロ
ー
氏
（P. G

uiraud

）
は
、La prop. fonc., 

五
三
一
頁
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ア
テ
ネ
の

人
々
は
、
金
持
ち
は
厳
格
な
義
務
と
し
て
共
同
分
担
金
以
上
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
信
し

て
い
た
。
そ
し
て
金
持
ち
の
方
も
、
愛
国
心
に
よ
っ
て
か
、
自
己
愛
に
よ
っ
て
か
、
世
間
体
に
よ
っ
て
か
、

あ
る
い
は
野
心
に
よ
っ
て
か
、
と
も
か
く
あ
ま
り
苦
痛
を
感
ぜ
ず
に
そ
れ
を
甘
受
し
て
い
た
。」
こ
の
よ
う

な
富
裕
者
の
義
務
は
も
っ
ぱ
ら
莫
大
な
浪
費
に
帰
着
し
た
。
そ
れ
は
、
公
共
体
育
場
制
度
、
大
燭
台
の
設

置
、
合
唱
隊
、hestiasis

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
訳
注 : 

ギ
リ
シ
ア
で
は
富
裕
な
人
々
は
義
務
と
し

て
例
え
ば
合
唱
隊
を
自
費
で
維
持
訓
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
天
才
的
ひ
ら

め
き
に
よ
っ
て
、
近
代
の
経
済
科
学
が
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
結
論
を
見
抜
い
て
い
る
。
彼
は

言
う
。
「
民
主
政
体
に
お
い
て
は
金
持
ち
た
ち
に
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
の
財

産
を
分
け
捕
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
時
に
回
り
く
ど
い
手
段
を
用
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
彼
ら
の
収
入
も
分
け
捕
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
近
代
の
民
主
政
体
に
お
い
て
は
こ
の
た
め
の

手
段
は
税
金
で
あ
る
。
「
彼
ら
が
、
合
唱
隊
やlam

padarchie
（
１
）
、
そ
の
他
類
似
の
も
の
の
よ
う
な
贅
沢

で
無
用
の
富
裕
者
義
務
の
た
め
に
そ
の
財
産
を
湯
水
の
如
く
使
う
の
を
妨
げ
る
必
要
さ
え
あ
る
。
」
（Polit., 

■
Ⅷ
■, 7, 11

）
。Lysias

（
■
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
■, 1, 2, 3

）
の
あ
る
依
頼
人
は
富
裕
者
義
務
と
し
て
九
年
間
に
六

三
六
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
を
出
費
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
も
経
済
学
者
と
し
て
劣
る
、
近
代
の
著
作
者

た
ち
は
こ
れ
と
似
た
場
合
に
つ
い
て
、
悪
は
金
持
ち
が
原
因
で
あ
り
善
は
民
衆
と
都
市
が
原
因
で
あ
る
と

考
え
る
。
彼
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
資
本
の
浪
費
が
都
市
の
破
壊
を
招
く
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
理
解
す
る

能
力
が
な
い
。 

ず
に
遊
ば
せ
て
お
く
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
の
見
解
で
は
、
考
え
る
べ
き
事
柄
は
主
に
、
破
壊

さ
れ
た
資
本
の
総
額
で
あ
る
。 

（
１
）lam

padédrom
ies 

す
な
わ
ちlam

padarchies

の
目
的

オ
ブ
ジ
ェ

は
松
明
リ
レ
ー
で
あ
っ
た
。
共
同
体
育
場
長
は
各
自
こ
れ

ら
の
祭
り
の
一
つ
の
費
用
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 
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こ
う
し
た
事
実
は
す
べ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
論
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
に
従
っ

仕
事
に
専
念
す
る
こ
と
を
欲
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
ア
テ
ネ
で
の
生
活
は
辛
い
、
な
ぜ
な
ら
彼
の
も
の

を
取
り
上
げ
る
た
め
に
訴
訟
が
起
さ
れ
る
か
ら
、
とC

riton

に
言
わ
し
め
て
い
る
（
１
）
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
、
犬
が
羊
を
守
る
よ
う
に
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
守
る
貧
乏
な
男
を
見
つ
け
る
よ
う
に
勧
告

し
て
い
る
。A

rchédèm
e

と
か
い
う
男
は
報
酬
と
引
き
換
え
に
こ
の
仕
事
を
引
き
受
け
、
告
発
者
た
ち
に

勝
利
し
撃
退
し
た
。
こ
の
こ
と
が
完
全
に
自
然
な
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
裁
判
は
都
市
の
倉

庫
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
た
め
に
罰
金
を
宣
告
し
た
。
富
は
有
罪
の
法
的
根
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
。Lysias

は
市
民
判
事
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
（
２
）
。
「
諸
君
は
し
ば
し
ば
、
不
当
に
も
被
告
を
見
逃
そ
う
と
欲

し
て
い
る
連
中
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
き
た
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し
諸
君
が

被
告
を
起
訴
し
な
け
れ
ば
、
諸
君
の
給
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
い

て
頂
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
彼
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
（
３
）
、
都
市
が
金
を
必
要
と
し
て
い
る
と
き
に
は
被
告

の
釈
放
を
獲
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
言
う
。
近
代
の
我
々
の
民
主
政
体
に
お
け
る
と
同
様
、
金

持
ち
の
人
間
た
ち
は
掠
取
さ
れ
な
い
た
め
に
、
貧
乏
に
見
え
る
よ
う
に
努
力
し
た
。
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

ア
テ
ネ
で
は
金
持
ち
に
見
え
る
こ
と
は
公
然
と
刑
事
犯
罪
を
犯
す
こ
と
よ
り
も
不
正
に
な
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
（
４
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
故
に
民
主
政
を
非
難
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ち
が
い

を
犯
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
寡
頭
政
が
も
っ
と
誠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
三
十
人
僣

主
（
訳
注 : 

前
五
世
紀
ア
テ
ネ
の
寡
頭
政
治
）
は
ま
ず
告
発
者
を
殺
し
、
次
に
…
自
分
た
ち
が
彼
ら
を
模

倣
し
た
。Théram

ène 

が
、
彼
ら
は
人
を
そ
の
財
産
を
没
収
す
る
た
め
に
不
当
に
殺
す
と
言
っ
て
非
難
し

た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
（
５
）
。
自
分
た
ち
の
兵
隊
に
給
料
を
支
払
う
た
め
に
僣
主
は
そ
れ
ぞ
れ
、
メ
ト
イ
コ

ス
（
市
民
権
の
な
い
留
外
人
）
を
捕
ま
え
て
は
そ
の
財
産
を
奪
っ
た
（
６
）
。
何
人
か
の
ロ
ー
マ
皇
帝
、
そ
し

て
ま
だ
何
世
紀
か
前
に
す
ぎ
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
何
人
も
の
君
主
は
こ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
を
嫌
が
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
道
は
今
日
で
は
さ
ま
ざ
ま
の
革
命
派
を
引
き
つ
け
て
い
る
。 

（
６
）Xénoph., H

ist. graec., 

■
Ⅱ
■, 3, §21. 

■Lysiae

■, orat., c. Erathosth., §6. 

（
５
） Xénoph., H

ist. graec., 

■
Ⅱ
■. 3, §22: 

ギ
リ
シ
ア
語
二
行
。
三
頭
政
治
執
政
官
のLépide, A

ntoine et 

O
ctave

は
同
じ
こ
と
を
や
っ
た
。
法
王
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ボ
ル
ジ
ア
（A

lexandre B
orgia

）
は
枢
機
卿
た
ち
を
か
れ
ら

の
金
を
奪
う
た
め
に
毒
殺
し
た
。
恐
怖
政
治
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
金
持
ち
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
死
刑
に
値
し
た
。
今

日
で
は
人
々
は
目
下
こ
と
ば
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
は
公
共
の
利
益
の
た
め
に
収
奪
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
人
々
を
名
指
し
で
挙
げ
て
い
る
。
マ
ル
セ
ー
ユ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
は
同
じ
く
、
彼
ら
が
取
り
つ
ぶ
し

た
い
と
思
う
海
運
業
者
を
指
名
し
て
い
る
。 

（
４
）D

e perm
ut. 

似
た
よ
う
な
事
実
は
い
つ
の
時
代
に
も
観
察
さ
れ
う
る
。
中
世
で
は
イ
タ
リ
ア
の
共
和
国
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
恐
怖
政
治
の
時
代
な
ど
に
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
き
て
い
る
。 

（
３
）D

e bonis Aristoph., §11.

今
日
で
は
、
あ
る
社
会
主
義
的
雑
誌
は
、
そ
れ
が
推
奨
す
る
い
く
つ
か
の
社
会
．
．
改．
革．
を

数
え
上
げ
た
あ
と
で
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
た
め
に
は
、
金
が
必
要
で
あ
る
。
修
道
会
が
金
を

も
っ
て
い
る
。
」
そ
れ
ゆ
え
、
修
道
会
か
ら
金
を
取
る
こ
と
が
い
ま
や
も
っ
ぱ
ら
の
問
題
で
あ
る
。 

（
２
）C. Epicratem

, §1. 

（
１
）
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
（Isocrate, D

e perm
ut., §160

）
が
言
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
美
文
家
の
誇
張
に
か
く
さ
れ
て
は

い
る
が
、
真
実
の
基
礎
が
存
在
す
る
。
「
財
産
を
奪
取
さ
れ
た
者
の
数
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
者
の
数
よ
り
も
大
き

い
。
」 
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ア
テ
ネ
で
行
な
わ
れ
た
富
の
破
壊
は
、
国
が
動
産
資
本
を
必
要
と
し
て
い
た
だ
け
に
一
層
有
害
で
あ
っ

た
。
金
利
の
高
さ
は
、
動
産
資
本
の
現
存
量
と
生
産
が
必
要
と
し
て
い
た
量
と
の
あ
い
だ
の
不
均
衡
が
相

当
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
個
別
的
事
実
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ク

セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
歳
入
』
（Revenus

）
と
い
う
小
さ
な
論
文
で
は
、
国
家
が
生
産
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に

ま
か
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
財
源
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
鉱
山
を
開
発
す
る
た
め
の
資
本
も
欠
乏
し
て
い

た
。
何
故
に
昔
の
よ
う
に
、
新
し
い
鉱
山
が
い
ま
は
開
か
れ
な
い
の
か
、
と
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
問
う
。
「
そ

の
理
由
は
―
と
彼
は
言
う
―
鉱
山
の
経
営
者
が
余
り
に
貧
乏
だ
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。
」
事
実
の
観
察
に
導
か

れ
て
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
顕
著
な
危
険
．
．
を
は
ら
ん
で
い
る
生
産
は
金
持
ち
に
よ
っ
て
し
か
ほ
と
ん
ど
不
可

能
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
見
て
い
た
。
彼
は
、
経
営
者
が
貧
乏
な
場
合
、
彼
ら
が
新
し
い
仕
事
の
危
険
に
身

を
さ
ら
す
こ
と
が
い
か
に
不
可
能
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
い
る
。
「
良
好
な
鉱
山
を
見
つ
け
た
者
は
金
持

ち
に
な
る
が
、
悪
い
の
に
当
っ
た
者
は
全
て
を
失
な
う
。
」
も
し
金
持
ち
が
税
金
と
富
裕
者
義
務
と
に
よ
っ

て
破
滅
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
し
節
約
し
て
金
を
た
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
運

が
悪
か
っ
た
と
き
の
結
果
を
、
完
全
に
破
滅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
十
分
な
、

そ
し
て
う
ま
く
い
っ
た
と
き
の
成
果
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
財
産
が
存
在
し
た

で
あ
ろ
う
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
い
く
つ
か
の
点
で
鉱
山
資
本
を
集
合
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
一

つ
の
計
画
を
開
陳
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
論
文
に
は
、
生
産
上
必
要
で
は
あ
る
が
個
別
で
は
提
供
で
き

な
い
資
本
を
構
成
す
る
義
務
を
国
家
に
課
す
る
意
図
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
意
図
が
実
現
さ
れ
て
い
て
も

な
お
そ
れ
は

小
の
悪
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
テ
ネ
民
主
政
は
ま
す
ま
す
国
家
社
会
主
義
に
の
め
り
込
み
、

私
的
形
態
に
お
け
る
富
を
、
集
合
的
形
態
に
お
い
て
再
構
成
す
る
こ
と
な
く
破
壊
し
た
。
か
く
し
て
凋
落

は
速
や
か
で
あ
り
、
手
の
施
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
戦
争
に
よ
る
被
害
は
ア
テ
ネ
の
場
合
大
き

な
部
分
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ル
タ
ゴ
に
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
後
繁
栄
す
る
都
市
を
再
建
し
た

パ
ッ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
の
も
と
で
さ
え
ア
テ
ネ
は
経
済
的
に
再
興
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
栄
光
に
満
ち

た
過
去
か
ら
残
っ
た
の
は
寄
生
の
習
慣
だ
け
で
あ
っ
た
（
２
）
。 

て
、
あ
る
者
は
も
っ
ぱ
ら
民
主
政
体
を
手
厳
し
く
非
難
し
、
ま
た
あ
る
者
は
「
専
制
君
主
」
を
非
難
し
た
。

真
実
の
と
こ
ろ
は
、
あ
ら
ゆ
る
体
制
の
も
と
に
こ
う
し
た
事
実
は
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

か
な
る
体
制
も
国
庫
金
を
横
領
浪
費
す
る
特
権
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
今
日
で
は
私
有
財
産
か
ら
ま
す
ま

す
多
く
を
吸
収
す
る
の
は
民
主
主
義
国
家
と
共
和
国
家
の
予
算
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
君
主
国
家
の

予
算
に
つ
い
て
も
専
制
国
家
の
予
算
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
。
司
法
権
の
濫
用
は
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
で
も
ロ
シ
ア
で
も
ほ
と
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
君
主
制
の
司
法
官
は
選
挙
で
政
府

を
助
け
る
マ
フ
ィ
ア
の
犯
罪
に
は
一
貫
し
て
目
を
つ
む
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
を
一

貫
し
て
糾
弾
す
る
人
民
派
司
法
官
と
そ
れ
ほ
ど
に
違
っ
た
振
舞
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
的

体
制
と
い
う
も
の
は
こ
う
し
た
現
象
に
対
し
て
た
だ
形
式
を
付
与
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
さ

ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
原
因
、
人
間
の
自
然
と
社
会
組
織
の
う
ち
に
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
原
因
、

に
依
存
し
て
い
る
。 

（
２
） A

nthologie

（
■
Ⅹ
Ⅰ
■, 319

）
の
あ
る
短
詩
は
、
ア
テ
ネ
に
お
け
る
市
民
権
の
購
入
、
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
や

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
時
代
か
ら
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
市
民
権
の
購
入
の
こ
と
を
嘲
笑
し
て
い
る
。
「
一
〇
ボ
タ
ソ

ー
の
石
炭
を
持
っ
て
来
い
、
君
は
市
民
だ
。
そ
れ
に
一
匹
の
豚
を
つ
け
加
え
る
な
ら
君
はTriptolèm

e

だ
。
そ
の

他
に
、
デ
マ
ゴ
ー
グH

éraclide

に
そ
ら
ま
め
と
キ
ャ
ベ
ツ
あ
る
い
は
貝
殻
型
容
器
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
…
」

（
１
） D

e vegt., 

■
Ⅳ
■, 28: :

ギ
リ
シ
ヤ
語
一
行 
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ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
は
動
産
資
本
の
破
壊
か
ら
結
果
す
る
被
害
に
つ
い
て
別
の
例
を
提
供
す
る
で
あ
ろ

う
。
ま
ず
社
会
主
義
あ
る
い
は
共
産
主
義
と
は
関
係
の
な
い
一
事
実
を
除
外
し
よ
う
。
昔
は
人
々
は
ロ
ー

マ
帝
国
の
没
落
を
土
地
法
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
今
日
で
は
そ
の
誤
謬
か
ら
脱
し
て
い
る
。

G
. H

um
bert

氏
は
次
の
よ
う
に
非
常
に
適
切
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
法
律
が
ロ
ー
マ
で
私
有
財
産

（ager privatus

、
私
有
地
）
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
本
来

の
所
有
者
か
ら
の
強
奪
を
許
可
し
た
執
政
官
証
書
の
お
か
げ
で
、
イ
タ
リ
ア
の
い
く
つ
か
の
州
で
軍
事
植

民
地
が
樹
立
さ
れ
た
の
は
、
ス
ッ
ラ
お
よ
び
三
頭
執
政
官
に
よ
る
粛
清
の
時
代
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
力
の
濫
用
は
本
来
のleges agrariae

農
地
法
に
は
縁
の
な
い
も
の
で
あ
る
（
１
）
。
」agrariae 

leges

の
な
か
に
共
産
主
義
的
措
置
を
見
よ
う
と
す
る
人
々
の
誤
謬
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
誤
謬
、
社
会
主

義
的
措
置
と
、
単
に
私
有
財
産
を
一
方
か
ら
他
方
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
措
置
と
を
混
同

す
る
誤
謬
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
土
地
法
は
別
の
と
こ
ろ
で
（Cours, 

■
Ⅰ
■, §450

）
既
に
指
摘
し

た
よ
う
に
結
局
は
、
戦
争
産
業
を
営
ん
で
い
た
仲
間
の
あ
い
だ
で
の
清
算
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
形
式
に
つ
い
て
言
え
ば
、
土
地
法
は
社
会
主
義
的
法
律
と
は
ま
さ
に
正
反
対
の
も
の
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
私
有
財
産
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
を
拡
大
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

同
様
に
、
自
由
の
喪
失
、
特
に
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
（D

ioclétien

）
の
時
代
か
ら
ま
す
ま
す
東
洋

的
専
制
主
義
の
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
絶
対
的
支
配
の
確
立
は
人
々
の
性
格
の
柔
弱
化
の
原
因
で
あ

り
、
同
時
に
結
果
で
も
あ
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
の
貴
族
制
の
力
と
偉
大
さ
を
つ
く
り
出
し
た
男
性
的
で
激

し
く
精
力
的
な
資
質
が
完
全
に
失
わ
れ
る
の
が
見
ら
れ
た
。 

 

ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
は
か
な
り
早
い
時
期
に
さ
か
上
る
。G

. B
oissier

氏
は
、
没
落
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ

ス
の
も
と
に
帝
国
が
樹
立
す
る
や
す
ぐ
に
始
ま
っ
た
と
見
る
（
１
）
。
「
帝
国
樹
立
の
日
以
降
―
と
彼
は
言
う

―
四
世
紀
の
間
、
人
々
は
絶
え
ず
下
降
線
を
た
ど
っ
た
。
下
降
は
多
少
速
か
っ
た
り
遅
か
っ
た
り
し
た
が
、

下
降
そ
の
も
の
が
止
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
」
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
一
現
象
に
対
し
て
単
一
の
原
因
を
指

定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
人
は
つ
ね
に
誤
つ
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
道
徳
的
、
宗
教
的
理
由
が
指
摘
さ

れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
何
人
も
の
論
者
に
よ
っ
て
帝
国
没
落
に
つ
い
て
責
任
あ
り
と
さ
れ
た
。G. B

oissier

氏
は
こ
の
よ
う
な
偏
っ
た
見
解
が
ま
ち
が
い
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
苦
労
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
没
落
を
促
進
す
る
う
え
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
度

は
彼
自
身
が
誇
張
に
陥
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
は
、
部
分
的
に
は
、
当
時
の
人
々
の
禁
欲
主
義
的
傾

向
、
ス
ト
ア
学
派
や
そ
の
他
多
く
の
セ
ク
ト
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
傾
向
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
点
で
今

日
「
連
帯
」
に
つ
い
て
の
美
文
を
刺
激
す
る
よ
う
な
傾
向
に
似
た
も
の
の
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
果

で
あ
っ
た
も
の
が
今
度
は
原
因
と
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
禁
欲
主
義
的
な
傾
向
の
増
大
を
促
進

さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
国
を
経
済
的
、
政
治
的
お
よ
び
軍
事
的
に
繁
栄
さ
せ
た
の
が

諦
観
忍
従
の
禁
欲
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
一
度
も
な
い
。 

（
１
）La fin du pagan., 

■
Ⅱ
■, p.443.  

（
１
）D

ict. D
arem

b. Saglio, s. v. Agrariae leges. 

     

デ
マ
ゴ
ー
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は
今
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で
は
も
っ
と
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が
多
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さ
ら
に
も
っ
と
悪
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
土
地
所
有
者
た
ち
は
、
国
家
社
会
主
義
の
出
費
及
び
皇
帝
の
浪

 

財
産
の
破
壊
は
ク
リ
ア
へ
の
新
規
加
入
を
ま
す
ま
す
困
難
に
し
た
。
彼
ら
の
上
に
は
余
り
に
大
き
な
出

費
が
降
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
害
悪
は
古
い
昔
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
意
に
反
し

て
十
人
隊
の
隊
長
に
な
ら
さ
れ
た
人
々
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る(Epist., 

■
Ⅹ
■, 114)

。
―qui inviti 

fiunt decuriones .

―
国
の
窮
乏
化
が
進
む
に
つ
れ
て
こ
の
害
悪
も
ま
た
増
大
し
た
。loco supplicii 

が

curiales

で
あ
る
こ
と
は
つ
い
に
は
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
所
か
ら
逃
げ
、
無
人

の
場
所
に
避
難
し
さ
え
し
た
。 

 

民
衆
の
安
楽
あ
る
い
は
民
衆
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
多
少
と
も
随
意
的
な
支
出
が
、
ア

テ
ネ
に
お
け
る
富
裕
者
義
務
が
そ
の
収
入
を
消
尽
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
富
裕
階
級
の

収
入
を
使
い
果
し
た
。
当
時
の
歴
史
を
研
究
し
て
驚
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
貯
蓄
が
経
済
的
富
の
生
産
に
使

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
流
通
し
て
浪
費
さ
れ
る
何
千
も
の
経
路
を
見
る
と
き
で
あ
る
。
無
分
別
な

出
費
が
公
共
建
造
物
や
遊
び
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
は
単
に
ロ
ー
マ
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
諸

州
に
お
い
て
も
至
る
所
で
類
似
の
出
費
が
貯
蓄
の
形
成
を
阻
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
富
の
破
壊
の
正
真
正
銘

の
大
饗
宴
で
あ
っ
た
。
誰
も
が
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。M
artial

は
剣
士
の
闘
技
を
提
供

し
た
あ
る
靴
直
し
職
人
の
こ
と
を
嘲
笑
し
て
い
る
（
１
）
。
帝
国
没
落
の
前
夜
、Sym

m
aque

は
自
分
の
息
子

が
地
方
総
督
の
地
位
に
就
い
た
こ
と
を
祝
う
た
め
に
お
よ
そ
二
〇
〇
万
フ
ラ
ン
を
出
費
し
て
い
る
。
Ｇ
・

ボ
ア
シ
エ
（G

. B
oissier

）
氏
は
公
共
建
造
物
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
（
２
）
。
「
我
々
を
驚

か
せ
る
こ
の
よ
う
な
華
麗
さ
の
秘
密
は
、
ま
さ
に
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
に
寄
付
し
た
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
し

て
彼
は
そ
こ
に
こ
そ
禍
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
疑
わ
な
い
。 

 

パ
ッ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
は
富
の
生
産
を
増
大
さ
せ
、
貯
蓄
の
形
成
と
維
持
を
助
け
た
。
こ
こ
か
ら
帝
国

初
期
の
繁
栄
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
、
生
産
の
技
術
的
経
済
的
進
歩
が
我
々
の
社
会
に
同
じ

結
果
を
も
た
ら
し
、
繁
栄
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て

富
が
増
大
す
る
と
同
時
に
人
々
は
そ
の
破
壊
に
着
手
し
た
。
こ
れ
は
現
在
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
規
模
で
起

き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
貯
蓄
の
浪
費
が
貯
蓄
の
生
産
を
上
回
る
日
が
ロ
ー
マ
に
来
た
。
我
々
の
社
会
に

も
類
似
の
現
象
が
出
来
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
当
時
帝
国
に
と
っ
て
は
浪
費
が
没
落
の

大
の
作
用
因
で

あ
っ
た
。 

 
我
々
は
こ
こ
で
帝
国
没
落
の
す
べ
て
の
原
因
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
。
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
た
だ
、
エ
リ
ー
ト
が
消
費
さ
れ
尽
し
、
消
滅
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
よ
う
な
長
所
を

も
つ
別
の
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
交
代
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、

高
の
重

要
性
を
有
す
る
一
事
実
、
す
な
わ
ち
動
産
資
本
の
大
規
模
な
破
壊
も
同
じ
く
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
事
実
は
し
か
し
相
互
に
依
存
し
て
い
た
。
も
し
国
家
社
会
主
義
が
生
れ
た
ば
か
り
の
エ
リ
ー

ト
を
つ
ぶ
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
エ
リ
ー
ト
は
彼
ら
に
対
立
し
て
設
け
ら
れ
る
柵
を
結
局
は
除
去
し

う
る
に
十
分
な
ほ
ど
に
強
力
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
防
柵
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
こ
の
生
れ
た
ば
か
り
の
エ
リ
ー
ト
は
結
局
は
富
の
浪
費
を
防
止
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

（
２
）L’opp. sous les Césars, p.48. 

（
１
） 

■
Ⅲ
■, 16:  

D
as gladiatores, sutorum

 regule, cerdo,  
Q

uodque tibi tribuit subula, sica rapit. 
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一
方
で
、
農
業
に
人
手
を
供
給
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら
、
緊
縛
小
作
人
制
を
強
化
し
人

間
を
土
地
に
縛
り
付
け
る
措
置
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
か
ら
蛮
族
捕
虜
を
土
地
所
有
者
に
配

分
す
る
と
い
う
措
置
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
捨
て
ら
れ
た
土
地
の
た
め
の
新
し
い
地
主
も

探
さ
れ
た
。Pertinax

は
一
〇
年
間
の
免
税
と
い
う
条
件
で
、

初
の
占
有
者
に
捨
て
ら
れ
た
土
地
を
耕

作
す
る
こ
と
を
許
し
た
（
１
）
。Valentinien

とValens

の
法
律
は
い
く
つ
か
の
免
除
特
権
の
も
と
に
占
有

さ
れ
た
荒
廃
農
地
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
２
）
。
し
か
し
土
地
の
こ
の
よ
う
な
随
意
的
占
有
は
税
務
当
局
に

と
っ
て
―
こ
れ
が
何
よ
り
も
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
―
、
税
金
を
払
え
そ
う
な
誰
か
を
見
つ
け
れ
ば
事

足
り
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
地
主
に
な
れ
！
と
強
制
す
る
こ
と
も
考
え
つ
か

れ
た
（
３
）
。
我
々
の
社
会
主
義
者
も
こ
れ
と
似
て
い
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
場
合
の
強
制
的
調
停
と
い
う
手
段

に
よ
っ
て
、
企
業
家
に
対
し
て
壊
滅
的
な
条
件
で
事
業
を
続
け
る
こ
と
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
。
捨
て
ら

れ
た
土
地
の
税
金
は
何
と
か
し
て
回
収
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。A

urélien

は
ク
リ
ア
会
に
か
れ
ら
の

都
市
の
領
域
内
に
あ
る
無
主
地
の
責
任
を
と
る
よ
う
に
と
命
じ
た
。C

onstantin

は
、
も
し
ク
リ
ア
会
が

支
払
い
能
力
が
な
い
場
合
に
は
、
捨
て
ら
れ
た
土
地
に
か
か
る
税
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

の
は
地
主
全
体
と
な
ろ
う
、
と
つ
け
加
え
て
い
る
（
４
）
。 

 

皇
帝
た
ち
は
荒
廃
農
地deserti agri

が
国
家
に
提
供
し
た
悪
に
大
い
に
専
念
し
た
。
唯
一
の
実
効
性
あ

る
治
療
法
は
、
農
業
の
負
担
を
軽
減
し
（
１
）
、
国
家
社
会
主
義
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
動
産
資
本
の
破
壊
を

少
し
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
に
向
か
う
こ
と
を
欲
し
も
せ
ず
、
ま
た
そ
う
す
る
能
力
も
な
く
、

彼
ら
は
完
全
に
無
益
な
措
置
に
訴
え
た
。
こ
の
こ
と
は
措
置
の
数
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。 

費
を
ま
か
な
う
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
、
ま
す
ま
す
増
大
す
る
税
金
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
、
自
分
た
ち
の

土
地
を
捨
て
耕
作
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
１
）
。
現
在
の
国
家
主
義
も
、
累
進
課
税
そ
の

他
類
似
の
方
法
に
よ
っ
て
資
本
家
を
滅
ぼ
そ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ
及
び
無

数
の
強
圧
的
措
置
―
こ
れ
ら
は
商
工
業
の
自
由
を
制
限
し
そ
の
負
担
を
増
大
さ
せ
る
―
に
よ
っ
て
企
業
家

を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
社
会
を
同
じ
よ
う
な
状
況
に
向
っ
て
歩
ま
せ
て
い

る
。 

（
１
） H

érodien, 

■
Ⅱ
■. 

（
１
）
時
折
税
の
延
滞
金
が
免
除
さ
れ
た
。
こ
れ
は
多
分
支
払
わ
せ
る
望
み
が
な
く
な
っ
た
時
で
あ
ろ
う
。Cod. Theod., 

■

Ⅹ
Ⅰ
■, 28. 

（
１
）
帝
国
の
中
で

高
度
に
肥
沃
で
ま
だ
蛮
族
の
侵
入
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
の
な
い
国
の
一
つ
に
お
い
て
も
耕
作
が
放
棄

さ
れ
た
莫
大
な
面
積
が
存
在
し
た
。Cod. Theod., 

■
Ⅹ
Ⅰ
■, 28, 2: Q

uingenta viginti octo m
ilia 

quadraginta duo iugera, quae Cam
pania provincia iuxta inspectorum

 relationem
, et veterum

 
m

onum
enta chartarum

 in desertis et squalidis locis habere dignoscitur, iisdem
 provincialibus 

concessim
us, et chartas superfluae descriptionis crem

ari censem
us. 

こ
の
法
制
度
は
紀
元
三
九
五
年

か
ら
で
あ
る
。C

od. Just., 

■
Ⅹ
Ⅰ
■, 58; E

um
en., Paneg. Const. Caes.; Zozim

., 

■
Ⅱ
■, 38; A

m
m

. 

M
arc. 

■
Ⅹ
Ⅰ
Ⅹ
■, 11, 

は
公
共
的
運
輸
の
た
め
の
莫
大
な
負
担
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
多
く
の
屋
敷

を
空
家
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。quae clausere dom

os innum
eras. Salv., D

e gub. dei, 

■
Ⅴ
■, 8, 9. 
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我
々
は
多
く
の
国
々
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
現
象
を
記
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
累
進
課

 

関
税
保
護
は
国
の
生
産
を
衰
弱
さ
せ
る
。
人
は
保
護
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
事
態
に
治
療

を
施
し
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
が
、
得
る
も
の
は
、
治
療
し
よ
う
と
し
て
い
る
悪
を
重
く
す
る
こ
と
だ

け
に
す
ぎ
な
い
（
１
）
。
あ
る
一
つ
の
社
会
階
級
、
た
と
え
ば
そ
れ
は
富
裕
階
級
の
こ
と
も
あ
れ
ば
労
働
者
そ

の
他
の
階
級
の
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
税
が
過
度
な
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
よ

う
。
問
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
一
〇
〇
人
の
人
間
か
ら
一
〇
万
フ
ラ
ン
を
、
各
人
が
平
均
一
〇
〇
〇

フ
ラ
ン
支
払
う
形
で
引
き
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
税
の
重
さ
に
耐
え
る
こ
と
が
出
来

ず
に
当
該
の
階
級
の
一
定
数
は
破
産
し
、
移
住
し
、
要
す
る
に
姿
を
消
し
、
結
局
そ
の
階
級
の
数
は
八
〇

人
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
階
級
か
ら
一
〇
万
フ
ラ
ン
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
意
思
は
依
然
と

し
て
続
く
の
で
、
各
人
は
平
均
一
二
五
〇
フ
ラ
ン
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一

人
当
た
り
平
均
一
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
場
合
よ
り
も
一
層
耐
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
こ
の

階
級
の
新
た
な
減
少
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
新
た
な
税
負
担
を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
連
鎖
が
続
く
。 

 

こ
れ
ら
は
ま
さ
に
か
な
り
全
般
的
な
現
象
の
個
別
的
事
例
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
種
の
措
置
が
不
都
合
を

生
ぜ
し
め
る
と
き
、
人
は
元
に
戻
る
の
で
は
な
く
そ
の
措
置
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
こ
れ
が
不
都
合
を
増

大
さ
せ
、
同
じ
措
置
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
際
限
な
く
続
け
ら
れ

る
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
も
同
様
で
あ
っ
て
、
彼
は
酒
を
飲
ま
な
い
状
態
に
戻
る
の
で
は
な
く
、
ア
ル
コ

ー
ル
の
量
を
ま
す
ま
す
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
つ
く
り
出
し
た
悪
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
措
置
は
、
治
療
し
よ
う
と
し
て
い
た
悪
を
は
び
こ
ら
せ
る
の
に
役
立
っ
た
だ
け
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
地
主
た
ち
は
重
税
を
課
せ
ら
れ
て
土
地
を
捨
て
て
い
た
。
別
の
地
主
た
ち

は
ま
だ
抵
抗
し
難
局
を
切
り
抜
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
彼
ら
が
耐
え
て
い
た
税
金
を
軽
減
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
彼
ら
を
助
け
る
の
で
は
な
く
、
捨
て
ら
れ
た
土
地
の
税
金
を
彼
ら
に
降
り
か
か
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
税
を
重
く
し
た
。
結
果
と
し
て
土
地
の
新
た
な
放
棄
が
引
き
起
さ
れ
た
。 

（
１
） 

フ
ラ
ン
ス
で
は
小
麦
の
関
税
保
護
は

終
的
に
小
麦
の
「
過
剰
生
産
」
に
、
そ
し
て
ワ
イ
ン
の
そ
れ
は
ワ
イ
ン
の

売
れ
行
き
不
振
に
帰
着
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
国
々
で
は
保
護
主
義
者
た
ち
は
依
然
と
し
て
、
小
麦

と
ワ
イ
ン
の
売
れ
行
き
不
振
に
対
す
る
救
済
策
と
し
て
同
じ
よ
う
な
措
置
を
要
求
し
て
い
る
。
■
改
行
■
ロ
シ
ア

で
は
産
業
保
護
が
非
常
に
強
度
の
財
政
危
機
を
結
果
し
、
非
常
に
多
数
の
革
命
の
暖
炉
を
つ
く
り
出
し
た
。
こ
の

よ
う
な
保
護
主
義
的
措
置
を
定
め
た
政
府
当
局
者
の
意
図
の
う
ち
に
は
こ
れ
ら
い
ず
れ
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。 

（
４
） Cod. Just., 

■
Ⅹ
Ⅰ
■, 58, 1. 

（
３
） 

不
毛
な
土
地
と
肥
沃
な
土
地
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
や
り
方
はadjectio

（
ギ
リ
シ

ヤ
１
語
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。 

（
２
） Cod. Just., 

■
Ⅹ
Ⅰ
■, 58, 3: Q

uicum
que deserta praedia m

eruerint sub certa im
m

unitate…
（année 364

）, Ibidem
, 8. 

こ
の
法
律
は
誰
で
あ
れ
あ
る
個
人
に
対
し
て
、
彼
の
近
く
に
存
在
し
そ
の
地
主
か

ら
捨
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
を
、
耕
作
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
地
主
が
二
年
以
内
に
そ
の

土
地
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
に
費
や
さ
れ
た
出
費
を
弁
償
す
る
こ
と
と
引
換
え
に
、
そ
の
土
地
は
返
還

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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財
産
の
集
中
が
こ
れ
ま
で
大
い
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ウ
ム
（latifundia

）

の
存
在
が
そ
れ
を
証
明
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
二
つ
は
同
義
で
は
な
い
。
大
地
主
は
、
彼
ら

が
所
有
し
て
い
た
土
地
の
大
き
さ
に
比
例
し
た
収
入
を
得
る
こ
と
か
ら
は
程
遠
か
っ
た
（
１
）
。
ラ
テ
ィ
フ
ン

デ
ィ
ウ
ム
の
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
ロ
ー
マ
の
こ
の
よ
う
な
大
地
主
た
ち
は
非
常
に
広
大
な
土
地
資
産
の

持
主
で
あ
っ
た
が
、
数
十
万
フ
ラ
ン
で
も
ど
う
し
た
ら
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
当
惑
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ウ
ム
は
き
わ
め
て
不
十
分
に
し
か
耕
作
さ
れ
ず
、
収
穫
は
僅
か
で
あ
っ
た
。

Sym
m

aque

は
、
農
地
が
収
穫
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
出
費
が
多
い
こ
と
、
金
持
ち
だ
っ
た
者
が
貧
乏

に
な
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。G

. Salvioli

教
授
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「fundi latissim

e 
continuati

は
蓄
積
を
保
証
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
元
老
院
議
員
お

よ
び
騎
兵
隊
員
に
と
っ
て
富
の
源
泉
は
依
然
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
属
州
の
略
奪
、
投
機
、
高
利
貸
行
為
で
あ

っ
た
（
２
）
。
」
同
じ
著
者
は
ま
た
、
小
土
地
所
有
が
ラ
テ
ィ
ン
フ
ン
デ
ィ
ウ
ム
と
並
ん
で
存
続
し
て
い
た
こ

と
、
大
地
主
た
ち
は
税
金
に
よ
っ
て
破
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
小
地
主
た
ち
は
ど
う
に
か
ほ
そ
ぼ
そ

と
続
き
、
難
局
を
よ
り
上
手
に
切
り
抜
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

動
産
資
本
の
少
な
さ
に
よ
っ
てPline

が
次
の
よ
う
に
言
う
と
こ
ろ
が
説
明
さ
れ
る
（
１
）
。
「
全
く
信
じ
ら

れ
な
い
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
古
代
人
の
一
格
言
を
口
に
し
た
ら
私
は
多
分
、
軽
率
無
根
拠
と
い
う
こ
と
で

非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
非
常
に
申
し
分
な
く
耕
作
す
る
こ
と
ほ
ど
損
な
こ
と
は
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

下
層
に
生
ま
れ
、
軍
事
的
才
能
に
よ
っ
て
執
政
官
に
ま
で
登
り
、
さ
ら
に
古
風
な
節
約

家
で
あ
っ
たL. Tarius Rufus

はPicentin

で
土
地
を
購
入
し
、
そ
れ
を
利
益
を
求
め
ず
に
耕
作
す
る

た
め
に
随
分
と
出
費
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
辛
苦
の
ほ
ど
は
、
彼
の
相
続
者
が
約
一
億
セ
ス
テ
ル
シ
ウ

ス
（
二
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
）
の
遺
産
を
拒
否
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。」
も
し
動
産
資
本
が
非
常
に
潤
沢
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
別
の
何
人
か
が
こ
の
よ
う
な
経
験
を
繰
り
返
し
、

後
に
は
成
功
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

動
産
資
本
は
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
不
足
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
農
業
、
商
業
、

工
業
の
発
展
と
進
歩
に
と
っ
て
主
要
な
障
害
を
な
し
て
い
た
。E

. C
iccotti

氏(

１)

は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お

け
る
農
業
は
、
機
械
の
使
用
を
除
外
し
て
考
え
て
も
近
代
農
業
が
同
量
の
生
産
物
を
獲
る
た
め
に
用
い
る

労
働
者
の
数
の
四
倍
か
ら
五
倍
を
使
っ
て
い
た
ら
し
い
と
考
え
る
論
者
た
ち
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
（
一

七
一
頁
）
。
こ
の
よ
う
に

大
生
産
量
を
変
え
る
も
の
は
動
産
資
本
の
不
足
で
あ
る
。
も
っ
と
先
の
三
〇
五

頁
で
は
、
「
流
動
資
本
の
不
足
は
生
産
を
、
奴
隷
経
済
よ
り
も
さ
ら
に
後
退
し
た
経
済
形
態
、
す
な
わ
ち
農

奴
制
の
方
向
に
押
し
や
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
指
摘
で
あ
る
。 

税
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
古
代
ア
テ
ネ
、
ロ
ー
マ
帝
国
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
に
起
き
た
こ
と
で
あ
り
、

今
日
で
は
民
衆
階
級
が
政
治
権
力
を
掌
握
し
て
そ
れ
を
富
裕
階
級
か
ら
財
を
奪
取
す
る
た
め
に
用
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
新
た
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
逆
に
富
裕
階
級
が
貧
乏
人
の
も
の
を
奪

う
国
々
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
と
あ
ま
り
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。 

（
２
） Sulla distribuzione della proprietà fondiaria, p.30. 

（
１
） Plin., Epist., 

■
Ⅱ
■, 4:

「
私
は
収
入
は
、
土
地
と
い
う
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
、
不
確
か
と
い
う
よ
り
も
、
ど

ん
な
に
か
さ
さ
や
か
で
あ
る
こ
と
か
。
」 

（
１
）Il tram

onto della schiavitu. 
    

103



 

ロ
ー
マ
帝
国
の
末
期
に
は
動
産
資
本
の
不
足
は
極
端
に
な
っ
て
い
た
。
皇
帝
の
無
気
力
は
属
州
の

後

の
資
源
に
よ
っ
て
蛮
族
と
の
平
和
を
購
っ
た
。
す
べ
て
が
崩
壊
し
、
経
済
的
破
滅
は
政
治
的
軍
事
的
破
滅

を
準
備
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
が

も
壮
大
な
国
家
社
会
主
義
の
試
み
の
結
果
で
あ
っ
た
。 

少
な
く
と
も
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
事
態
は
そ
の
よ
う
に
推
移
し
た
。
「
全
て
の
大
貴
族
―

Th
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
言
う
―
あ
る
い
は
す
べ
て
の
側
近
貴
族
は
…
自
ら
の
農
地
を
監
督
し
、
実
験
的
栽
培

を
行
な
っ
た
。
…
こ
の
趣
味
が
国
民
全
体
を
と
ら
え
た
。
…
新
し
い
耕
作
の
試
み
が
結
局
の
と
こ
ろ
し
ば

し
ば
破
滅
に
帰
着
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
今
日
と
同
じ
よ
う
に
当
時
も
、

余
り
に
小
さ
な
資
本
で
余
り
に
広
大
な
面
積
を
耕
そ
う
と
す
る
悪
癖
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
３
）
。
」
こ
の

よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
非
常
に
有
能
な
我
々
の
著
者
は
四
二
〇
頁
で
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。
「
よ
く
耕

作
さ
れ
た
土
地
の
穀
物
及
び
家
畜
に
つ
い
て
の
生
産
力
は
十
二
世
紀
に
比
較
し
て
四
倍
に
な
っ
て
い
た
。
」

「
連
帯
的
生
活
」
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
何
か
別
の
空
想
の
名
に
お
い
て
―
こ
の
点
は
余
り
重
要
で

は
な
い
の
だ
が
―
、
も
し
動
産
資
本
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
ま
た
「
倫
理
的
」
原
則
の
名
に
お
い

て
、
あ
る
い
は
何
か
別
の
原
則
の
名
に
お
い
て
―
こ
の
点
は
さ
ら
に
一
層
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
―
、

遺
産
が
没
収
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
成
果
は
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

イ
ギ
リ
ス
は
大
変
な
苦
労
を
し
て
や
っ
と
僅
か
な
人
口
を
養
い
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

（
３
） C

olum
elle, 

■
Ⅰ
■, 3 

は
こ
の
よ
う
な
過
ち
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
強
く
忠
告
し
て
い
る
。Laudato ingentia 

rura, exiguum
 colito. 

社
会
の
諸
悪
は
す
べ
て
の
土
地
が
占
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
想
像
し
て
い

る
人
々
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
土
地
に
不
足
し
て
い
る
の
は
大
抵
の
場
合
動
産
資
本
で
あ
る
。
第
十
章
を
参
照
。 

（
２
） Trav. et salaires en Angl., p.413 et 414. 

（
１
） N

at. H
ist., 

■
Ⅹ
Ⅴ
Ⅲ
■, 7, 4, trad. Littré. 
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家
族
は
奉
公
人
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ご
く
自
然
に
拡
大
し
た
。
彼
ら
は
あ
る
意
味
で
家
族
の
下
級

構
成
員
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
の
は
自
由
な
奉
公
人
で
は
な
く
、
奴
隷
あ
る

い
は

僕
し
も
べ

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
よ
り
安
定
し
た
形
で
家
族
集
団
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

G
ortyne

の
法
は
、
あ
る
個
人
が
権
利
所
有
者
を
残
さ
ず
に
死
ん
だ
場
合
に
は
、
家
族
の
敷
地
に
住
ん
で
い

 

土
地
の
耕
作
は
過
去
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
同
一
家
族
の
構
成
員
に
よ
る
集
団
的
作
業
で
あ
っ
た
し
、

現
在
で
も
部
分
的
に
は
そ
う
で
あ
る
。
家
族
的
紐
帯
は
明
ら
か
に
社
会
的
紐
帯
の
起
源
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
同
じ
く
群
を
な
し
て
生
き
て
い
る
動
物
の
中
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
ロ

ー
マ
の
都
市
は
起
源
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の
家
族
の
連
合
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
、
家
族

的
紐
帯
は
や
が
て
擬
制
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
部
外
者
が
自
然
的
家
族
に
所
属
す
る
も
の
と
見

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
す
で
に
指
摘
し
た
習
慣
的
や
り
方
を
再
び
見
出

す
。
そ
れ
は
非
論
理
的
な
行
為
に
対
し
て
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
論
理
的
な
理
論
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
三
段
論
法
の
結
果
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
は
非
常
に
し
ば
し
ば
新
し
い
事
実
を
考
慮
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
と
い
う
必
然
性
に
支
配
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
も
し
彼
ら

が
、
一
般
に
昔
の
人
々
の
場
合
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
を
好
む
な
ら

ば
、
彼
ら
は
そ
の
行
動
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
正
当
化
を
、
彼
ら
の
制
度
の
正
式
の
修
正
の
う
ち
に
で
は

な
く
、
新
し
い
事
実
を
古
い
枠
組
の
中
に
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
こ
じ
つ
け
の
擬
制
的
な
調

整
の
う
ち
に
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
法
律
家
た
ち
は
擬
制
．
．
を
つ
く
り
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
起
源
に
お
い
て
は
彼
ら
の
行
動
を
決
定
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
擬
制
で
は
な
い
。
彼
ら
の
行

動
は
実
際
的
必
要
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
次
に
擬
制
が
そ
の
行
動
を
正
当
化
す
る
た
め

に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
エ
ー
リ
ン
ク
（Jhering

）
が
き
わ
め
て
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
法
的
手

続
き
の
厳
密
な
形
式
と
同
様
に
、
う
わ
べ
だ
け
の
法
行
為
と
擬
制
も
も
っ
ぱ
ら
ロ
ー
マ
法
に
固
有
の
も
の

で
は
な
い
。
文
明
の
あ
る
局
面
で
は
人
は
至
る
と
こ
ろ
で
そ
う
し
た
も
の
に
遭
遇
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
の

歴
史
は
ま
さ
に
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
局
面
が
過
ぎ
る
と
す
ぐ
に
両
方
と
も
少
し
ず
つ
ぼ
や
け
て

行
き
最
後
に
は
消
滅
す
る
。」
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
法
の
少
な
く
と
も
大
部
分
に
お
い
て
消
滅
す
る

と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
政
治
の
中
に
、
そ
し
て
社
会
組
織
の
規
則
の
中
に
存
続
す
る
。
エ
ー
リ
ン
ク
に
よ

っ
て
観
察
さ
れ
た
局
面
は
、
人
々
が
事
実
と
し
て
は
新
し
い
制
度
を
認
め
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

を
論
証
に
よ
っ
て
過
去
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
欲
す
る
局
面
で
あ
る
。
今
日
で
は
最
も
文
明
化
さ
れ
た
諸

国
民
の
あ
い
だ
で
は
、
人
々
は
そ
れ
を
未
来
に
お
け
る
理
想
的
制
度
と
結
び
つ
け
よ
う
と
欲
す
る
。
彼
ら

は
単
に
、
そ
の
物
神
を
過
去
の
中
に
探
す
か
わ
り
に
未
来
に
置
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。 

第
四
章 

現
実
的
シ
ス
テ
ム
（
続
） 

  

集
団
的
耕
作
―
家
族
集
団
―
家
族
は
擬
制
的
親
族
関
係
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
―
か
く
し
て
家
族
は
擬
集
性
を
喪
失
す
る
―

家
族
財
産
は
個
人
財
産
の
方
向
に
進
化
す
る
―
土
地
の
集
団
的
耕
作
を
人
為
的
に
拡
大
す
る
た
め
の
試
み
―
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
村
民
共
同
社
会
（Village settlem

ents

）
―
ジ
ャ
ワ
―
中
国
―
古
代
ペ
ル
ー
―
そ
こ
で
は
、
強
固
に
構
成
さ

れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
同
時
に
社
会
主
義
体
系
が
存
在
し
て
い
た
―
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
け
る
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
の

reducciones

―
個
に
と
っ
て
の
効
用
と
種
に
と
っ
て
の
効
用
―
後
見
―
ペ
ル
シ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
―
暗
殺
者

．
．
．
―
フ

ス
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
―
ボ
ヘ
ミ
ア
に
お
け
る
暴
動
―
農
民
戦
争
―
再
洗
礼
派
―
マ
ン
ス
テ
ー
ル
に
お
け
る
共
産
主
義
―
ナ

ポ
リ
王
国
に
お
け
る
共
産
主
義
的
反
乱
―
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動 
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し
か
し
な
が
ら
、
集
団
的
農
業
移
民
と
い
う
形
で
人
為
的
に
こ
の
よ
う
な
組
織
を
拡
大
す
る
試
み
は
最

終
的
に
失
敗
に
帰
し
た
。
大
い
に
人
々
の
心
を
そ
そ
っ
た
考
え
方
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
町
に
は
仕
事
の
な
い
労
働
者
が
い
る
。
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
土
地
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
に

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
土
地
を
与
え
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
は
、
あ

ら
ゆ
る
社
会
的
悲
惨
は
す
べ
て
の
土
地
が
独
占
さ
れ
て
お
り
、
自
由
な
土
地
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と

に
由
来
す
る
と
い
う
理
論
の
始
ま
り
と
な
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
重
大
な
誤
謬
の
上
に
立
っ
て
い
る
（
１
）
。

一
．
農
業
と
い
う
仕
事
は
、
部
屋
の
中
で
農
業
を
や
る
よ
う
な
人
間
が
想
像
す
る
ほ
ど
習
得
の
容
易
な
も

の
で
は
な
い
。
町
の
労
働
者
は
一
般
に
土
地
を
耕
作
す
る
能
力
は
な
い
。
彼
ら
は
こ
の
骨
の
折
れ
る
労
働

に
た
ち
ま
ち
う
ん
ざ
り
し
、
ろ
く
な
こ
と
は
何
も
で
き
な
い
。
畑
を
捨
て
て
町
に
駆
け
つ
け
る
の
は
野
良

仕
事
を
す
る
労
働
者
で
あ
る
。
二
．
生
産
す
る
た
め
に
は
土
地
と
労
働
者
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
動
産
資

本
も
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
農
業
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
必
要
と
な
る
。
貧
困
を
避
け
る
た
め
に
は
自

由
な
土
地
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
土
地
を
耕
作
す
る
た
め
に
自
由
に
使
え
る
動
産
資
本
が
さ
ら
に
必

 

農
業
は
最
も
容
易
に
集
団
的
形
態
で
作
業
す
る
こ
と
の
で
き
る
生
産
の
領
域
の
一
つ
で
あ
る
。
集
団
的

形
態
の
大
き
な
障
害
は
、
実
は
主
導
性
の
欠
如
と
ル
ー
テ
ィ
ン
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
欠
陥
は
農

業
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
場
合
ほ
と
ん
ど
害
に
な
ら
な
い
。
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
土
地

の
耕
作
は
同
じ
や
り
方
の
ま
ま
で
あ
る
。
地
中
海
の
沿
岸
で
は
い
ま
で
も
オ
リ
ー
ブ
は
ロ
ー
マ
時
代
と
同

じ
よ
う
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
在
農
業
は
科
学
的
方
法
の
応
用
に
よ
っ
て
工
業
に
接
近
し
つ
つ

あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
昔
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
昔

は
土
地
の
耕
作
は
、
家
族
的
に
、
あ
る
い
は
全
く
集
団
的
な
形
態
に
お
い
て
さ
え
、
重
大
な
支
障
な
し
に

行
な
わ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
は
い
く
つ
も
の
国
々
で
部
分
的
に
生
き
の
び
て
お
り
、
現

在
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

家
族
は
拡
大
し
つ
づ
け
る
な
か
で
、
親
族
の
擬
制
的
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
他
人
の
加
入
を
認
め

た
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
は
、
結
び
つ
き
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
結
び
つ
き
の
解
体

を
準
備
す
る
。
今
日
で
も
ま
だ
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
ス
ラ
ブ
族
の
あ
い
だ
で
は
、
共
同
体
は

単
独
の
個
人
の
養
子
縁
組
や
家
族
全
体
の
迎
え
入
れ
に
よ
っ
て
増
大
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
家
族
共
同

体
あ
る
い
は
村
落
共
同
体
は
、
ス
ラ
ブ
族
の
共
同
体
と
同
じ
く
、
解
体
の
傾
向
に
あ
る
と
は
言
え
、
非
常

に
広
く
存
在
し
て
い
る
。
カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
奴
隷
を
含
む
三
百
人
か
ら
四
百
人
の
人
間
の
集
合
体
が
見
ら

れ
る
。
「
し
か
し
こ
の
よ
う
な
拡
大
は
―
と
サ
ム
ナ
ー
・
メ
イ
ン
（Sum

ner M
aine

）
は
言
う
―
い
ろ
い

ろ
な
変
化
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
農
地
は
完
全
に
共
同
で
耕
作
さ
れ
る
代
り
に
、
村
の
い
く
つ
か

の
家
族
の
あ
い
だ
で
分
割
さ
れ
た
。
地
所
は
一
方
か
ら
他
方
へ
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
移
行
し
、
あ
る
い
は
個
人

財
産
と
し
て
家
族
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
た
り
し
、
た
だ
売
却
の
場
合
に
の
み
村
人
の
集
団
的
拒
否
権
の
規
制

下
に
置
か
れ
た
。
同
業
者
と
し
て
の
紐
帯
も
同
じ
く
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
擬
制
の
お
か
げ
で
次
第
に
弱
ま
り
、

ま
た
余
り
に
多
く
部
外
者
の
血
を
迎
え
入
れ
た
の
で
共
通
の
祖
先
の
記
憶
は
あ
い
ま
い
に
な
る
か
、
あ
る

い
は
完
全
に
消
滅
し
た
（
１
）
。
」
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
共
産
主
義
的
小
社
会
は
大
抵
の
場
合
、
家
族
的
所
有

の
進
化
の
一
局
面
に
す
ぎ
ず
、
個
人
的
所
有
へ
の
進
化
の
さ
な
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

る
僕
が
相
続
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
ア
テ
ネ
で
は
宗
教
儀
式
が
あ
る
意
味
で
奴
隷
を
家
族
に
加
え
入
れ

た
。 

（
１
）Etudes sur l’anc. droit et la cout. prim

it., trad. franç., p.351. 
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こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
的
経
験
の
結
果
は
嘆
か
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
あ
る
共
同
体
で
は
土
地
を

開
墾
し
た
後
に
な
っ
て
、
人
々
は
そ
こ
に
何
を
植
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
土
地
は
休
耕
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
る
。
大
量
の
異
な
る
種
類
の
栽
培
が
同
時
に
試
み
ら
れ
た
。

大
部
分
は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
村
の
状
況
は
い
ず
れ
に
せ
よ
悲
惨
で
あ
る
。
…
」
（loc. Cit., 

一
六
三

頁
）
。
人
々
は
わ
ず
か
し
か
働
か
な
い
。
「
八
時
間
労
働
で
は
な
く
七
時
間
半
労
働
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
夏

も
冬
も
同
じ
よ
う
に
、
気
象
条
件
に
厳
し
く
依
存
す
る
作
業
（
こ
れ
が
農
業
で
あ
る
！
）
に
適
用
さ
れ
る

の
で
あ
る
」
（
一
六
四
頁
）
。
そ
の
結
果
、
す
べ
て
の
共
同
体
が
借
金
を
か
か
え
て
い
る
。
「
国
家
か
ら
前
貸

し
さ
れ
る
、
構
成
員
当
た
り
一
二
五
〇
フ
ラ
ン
と
い
う
最
大
限
は
優
に
超
過
し
て
い
る
。
村
は
一
つ
と
し

て
新
た
な
前
貸
し
を
要
求
せ
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
期
日
に
返
済
を
開
始
す
る
こ
と
は
不
可
能

な
状
態
に
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。
三
〇
の
共
同
体
の
う
ち
最
も
多
く
借
金
を
背
負
っ
て
い
る
も
の
は
、

一
人
当
た
り
一
二
八
リ
ー
ブ
ル
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
（
三
二
〇
〇
フ
ラ
ン
）
に
達
し
て
い
る
。
要
求
さ
れ
て

い
る
前
貸
し
の
追
加
は
村
民
当
た
り
一
二
五
〇
フ
ラ
ン
か
ら
二
五
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と

我
々
は
仕
事
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
（
国
会
の
調
査
の
）
証
人
は
言
う
」
（
一
六
三
頁
）
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
由
な
土
地
だ
け
で
は
人
々
が
難
局
を
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
全
く
十
分
で

 

こ
の
結
論
は
非
常
に
多
数
の
事
実
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
最
も
顕
著
な
事
実
の
一
つ
を
今
日
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
九
三
年
の
法
律
に
よ
っ
て
そ
こ
に
、village 

settlem
ents

の
名
の
も
と
に
農
業
共
同
体
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
共
同
体
は
、
政
府
が
一
人
当
た
り
六
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
の
土
地
の
貸
与
と
五
〇
リ
ー
ブ
ル
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
、
す
な
わ
ち
約
一
二
五
〇
フ
ラ

ン
の
融
資
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
少
な
く
と
も
二
〇
人
の
人
間
を
擁
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
会
は
こ
の
額
を
返
還
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
協
会
は
、
協
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
協
会
を
管
理

す
る
た
め
の
非
常
に
広
い
権
限
を
授
け
ら
れ
た
、
少
な
く
と
も
三
人
の
被
委
任
者
か
ら
な
る
委
員
会
に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
ら
は
労
働
の
継
続
時
間
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
民
の
仕
事
を
指
揮
し

監
督
す
る
―
と
村
民
が
仕
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
たPierre Leroy-B

eaulieu

氏
は
書
い
て
い
る

（
１
）

―
。
委
員
会
は
彼
ら
に
対
し
て
、
何
で
あ
れ
協
会
の
利
益
に
と
っ
て
有
害
と
判
断
す
る
作
業
に
従
事
す

る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
食
料
庫
と
倉
庫
を
管
理
す
る
。
食
料
庫
の
中
の
食
料
と
交
換
す
る

ク
ー
ポ
ン
券
の
形
で
村
民
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
割
当
て
分
を
決
定
す
る
。
公
衆
衛
生
、

秩
序
の
維
持
と
規
律
の
た
め
に
夜
通
し
の
見
張
り
を
す
る
。
二
五
〇
フ
ラ
ン
ま
で
の
罰
金
を
課
す
こ
と
が

で
き
る
。
あ
る
村
民
の
労
働
時
間
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
彼
の
受
け
取
る
割
当
て
を
減
ら

す
こ
と
が
で
き
る
。
…
」 

要
で
あ
り
、
特
に
、
こ
の
動
産
資
本
を
託
さ
れ
た
人
物
た
ち
が
そ
れ
を
浪
費
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

例
外
的
な
危
機
の
場
合
を
除
い
て
、
仕
事
の
な
い
労
働
者
と
い
う
も
の
は
一
般
に
仕
事
に
対
し
て
余
り
や

る
気
の
な
い
、
ど
う
や
ら
あ
ま
り
先
を
見
な
い
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
、
野
良
仕
事
に
お
け
る

彼
ら
の
失
敗
を
決
定
的
に
す
る
と
こ
ろ
の
特
徴
で
あ
る
。
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
働
か
ず
、
彼
ら
に
託
さ
れ
た

動
産
資
本
を
浪
費
し
、
破
壊
す
る
。 

（
１
）Les nouvelles sociétés anglo-saxonnes, p.161. 

（
１
）
第
一
三
章
を
参
照
。 
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こ
の
推
論
に
は
い
く
つ
も
の
詭
弁
が
あ
る
。
一
．
た
と
え
さ
し
あ
た
り
か
つ
て
の
「
人
民
」
が
集
団
的

所
有
権
を
奪
わ
れ
た
の
だ
と
認
め
る
と
し
て
も
、
近
代
の
金
持
ち
が
近
代
の
「
人
民
」
に
対
し
て
補
償
の

義
務
を
負
う
と
い
う
結
論
は
全
く
出
て
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
近
代
の
持
て
る
階
級
が
昔
の
持
て
る
階
級
か

ら
直
接
に
由
来
す
る
と
証
明
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
し
、
逆
に
こ
れ
ほ
ど
あ
り
そ
う
に
も
な
い
こ
と
は

考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
非
常
に
限
ら
れ
た
数
の
英
国
家
族
の
み
が
自
ら
の
貴
族
身
分
を
ウ
ィ
リ
ア
ム

征
服
王
の
時
代
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
中
で
非
常
に
少
数
の
個
人
の
み

が
十
字
軍
の
時
代
の
先
祖
を
ま
と
も
な
や
り
方
で
確
認
で
き
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
有

 

何
人
も
の
論
者
た
ち
が
か
つ
て
は
所
有
が
集
団
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
非
常
に

大
き
な
重
要
性
を
付
与
し
て
い
る
。
彼
ら
が
証
明
し
た
い
の
は
「
人
民
」
は
所
有
権
を
奪
わ
れ
て
い
て
、

補
償
さ
れ
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
加
え
て
、
過
去
に
存
在
し
た
か
ら
に
は
集
団
的

生
産
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

村
民
の
な
か
で
少
し
く
良
識
を
有
す
る
者
は
彼
ら
に
対
し
て
な
さ
れ
た
約
束
が
い
か
に
ま
こ
と
し
や
か

な
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
し
た
。
「
あ
な
た
は
こ
こ
に
着
い
た
と
き
共
産
主
義
者
で
し
た

か
、
と
ピ
ア
プ
の
村
の
一
住
民
に
あ
る
人
が
尋
ね
た
。
―
私
は
人
民
の
た
め
の
土
地
（the land for the 

peop
e

）
の
熱
心
な
支
持
者
で
し
た
。
私
は
、
我
々
は
兄
弟
姉
妹
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
ま
し

た
。
―
そ
れ
は
う
ま
く
い
き
ま
し
た
か
。
―
い
い
え
、
私
は
そ
れ
が
う
ま
く
行
く
は
ず
が
な
い
こ
と
を
体

験
し
ま
し
た
。
―
今
も
人
民
の
た
め
の
土
地
を
信
じ
て
い
ま
す
か
。
―
い
い
え
、
私
が
信
ず
る
の
は
、
自

分
の
た
め
の
土
地
で
す
。
そ
し
て
そ
の
証
人
は
土
地
を
個
々
人
の
持
ち
分
の
形
で
分
配
す
る
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
」
（
一
六
六
頁
）
。
人
の
良
い
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
寄
生
者
は
支
え
を

と
ら
れ
た
ら
生
存
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
国
家
社
会
主
義
は
略
奪
す
べ
き
金
持
ち
が
存

在
す
る
限
り
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
搾
取
者
を
孤
立
し
た
共
同
体
の
内
部
に
閉
じ
こ
め

る
こ
と
は
彼
ら
に
餓
死
を
宣
告
す
る
に
等
し
い
。 

 

と
は
言
え
こ
う
し
た
こ
と
は
既
に
萌
芽
と
し
て
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
平
等
が
こ
れ
ら
の
共

同
体
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
む
し
ろ
人
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
は
し
ば

し
ば
最
も
称
賛
に
値
し
な
い
人
々
で
あ
る
。
「
ホ
ル
ダ
ー
で
は
調
査
委
員
会
は
朝
の
六
時
に
到
着
し
た
の

で
あ
る
が
、
畑
に
は
牛
の
青
草
を
刈
っ
て
い
る
一
人
の
婦
人
以
外
に
は
誰
も
い
な
い
。
『
男
た
ち
が
何
も
し

て
い
な
い
と
き
に
女
が
一
人
外
で
働
く
の
は
よ
い
こ
と
と
思
う
か
ね
』
と
あ
る
人
が
協
会
の
会
長
に
尋
ね

た
。
―
『
あ
あ
、
彼
女
は
た
し
か
健
康
の
た
め
に
外
に
い
る
の
で
す
よ
』
と
彼
は
皮
肉
に
答
え
た
」
（
一
六

四
頁
）
。
「
あ
る
村
民
が
襲
わ
れ
脚
を
折
ら
れ
た
の
で
、
被
委
任
者
た
ち
は
そ
の
襲
撃
者
の
追
放
を
決
定
し

た
が
、
全
体
集
会
は
そ
れ
を
可
決
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
こ
の
村
で
は
多
く
の
人
間
が
他
の
い
ろ
い
ろ

の
暴
力
事
件
の
当
事
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
至
る
と
こ
ろ
で
暴
力
事
件
が
あ
り
、
そ
し
て

至
る
と
こ
ろ
で
正
義
も
ま
た
片
寄
っ
て
い
る
」
（
一
六
五
頁
）
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
と
犯
罪
は
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
」
社
会
の
欠
陥
の
あ
る
組
織
に
責
任
が
あ
る
と
主
張
す
る
社
会
主
義
者
た
ち
が
我
々
に
約
束
す

る
も
の
で
は
到
底
な
い
。 

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
資
本
が
必
要
で
あ
り
、
…
、
働
く
欲
望
が
必
要
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
経
験
が
物
惜
し
み
せ
ず
に
行
な
わ
れ
、
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
一
定
期
間

の
後
に
は
金
持
ち
と
貧
乏
人
、
財
を
蓄
積
す
る
目
先
の
利
い
た
活
動
的
な
人
間
と
目
先
の
利
か
な
い
怠
惰

な
人
間
と
が
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
人
間
は
前
者
の
人
間
に
雇
わ
れ
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
す
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
後
日
に
な
っ
て
彼
ら
を
羨
み
、
政
治
的
措
置
に
よ
っ
て
彼
ら
の
も
の
を
掠

奪
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
が
。 
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中
国
は
、
集
団
的
所
有
あ
る
い
は
む
し
ろ
国
家
所
有
と
個
人
所
有
と
の
あ
い
だ
で
振
り
子
運
動
す
る
よ

う
な
土
地
所
有
制
度
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。H

ia

（
周
？
）
王
朝
（
紀
元
前
約
二
千
年
）
の
下

で
は
、
各
家
族
は
五
〇m

ou

（
１
）

の
地
所
を
受
け
取
り
、
五m

ou

分
の
産
物
を
税
と
し
て
収
め
た
。
す
な

わ
ち
十
分
の
一
税
で
あ
る
。Yn

（
殷
？
）
王
朝
（
紀
元
前
一
四
〇
〇
年
頃
開
始
）
の
下
で
は
、
八
家
族
の

集
団
そ
れ
ぞ
れ
に
九
〇
〇m

ou

が
割
り
当
て
ら
れ
、
各
家
族
は
一
〇
〇m

ou

を
受
け
取
り
、
そ
の
他
に
家

屋
分
お
よ
び
庭
園
分
と
し
て
二
・
五m

ou

を
も
ら
い
、
残
っ
た
分
、
す
な
わ
ち
八
〇m

ou

は
共
同
で
耕
作

 

三
．
生
産
の
集
団
的
組
織
の
問
題
は
何
よ
り
も
ま
ず
人
々
が
獲
得
で
き
る
生
産
物
の
量
の
問
題
で
あ
る
。

土
地
の
耕
作
の
集
団
的
組
織
に
つ
い
て
引
用
さ
れ
る
事
例
は
、
そ
れ
が
も
っ
と
進
ん
だ
農
業
状
態
に
関
係

し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
解
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
事

例
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
土
地
は
ど
う
に
か
こ
う
に
か
集
団
的
に
耕
作
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
集
団
耕
作
に
よ
っ
て
最
大
量
の
生
産
物
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
決

し
て
な
い
。 

 

表
面
的
な
検
証
だ
け
で
信
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
と
は
逆
で
あ
る
が
、
集
団
的
耕
作
体
制
は
、

貧
乏
人
と
金
持
ち
、
専
制
的
上
位
者
と
忍
従
的
下
位
者
と
が
存
在
す
る
社
会
組
織
と
完
全
に
調
和
す
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
事
実
に
人
は
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
ジ
ャ
ワ
は
そ
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。E

. de 
Laveleye 

の
よ
う
な
論
者
た
ち
は
、 dessa 

す
な
わ
ち
ジ
ャ
ワ
の
村
落
共
同
体
の
幸
福
に
果
て
し
も
な

く
際
限
も
な
く
感
動
す
る
。
し
か
し
現
実
は
彼
ら
の
夢
想
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
田
園
詩
と
は
別
の

も
の
で
あ
る
。E

. de Laveleye

氏
自
身
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
い
く
つ
か
の
村
す
な

わ
ちdessa

で
は
、
牽
引
家
畜
を
持
た
な
い
単
な
る
労
働
者
は
土
地
の
分
配
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
」
し

か
し
こ
の
程
度
の
こ
と
は
、
か
つ
て
こ
の
民
衆
の
上
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
現
在
も

そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
比
較
す
れ
ば
何
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。
「
名

門
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
偶
然
を
ジ
ャ
ワ
人
は
一
つ
の
徳
性
と
し
て
き
た
。
彼
ら
は
名
門
に
あ
ら
ゆ
る
権
利

を
認
め
、
多
く
の
義
務
を
免
除
し
て
い
る
。
彼
ら
は
名
門
に
喜
ん
で
権
力
を
委
ね
、
名
誉
と
富
で
も
っ
て

飾
る
。
…
貴
い
と
い
う
こ
と
は
楷
程
の
存
在
を
含
ん
で
い
る
。
社
会
の
上
か
ら
下
ま
で
各
人
は
地
位
の
価

値
と
払
わ
る
べ
き
敬
意
の
程
度
を
知
っ
て
い
る
（
１
）
」
（
六
‐
七
頁
）
。
「
ジ
ャ
ワ
の
貴
族
は
そ
の
家
柄
と
相

続
し
た
役
割
と
に
よ
っ
て
全
能
で
あ
り
、『
権
力
の
濫
用
』
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
知
ら
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
土
地
も
人
間
も
す
べ
て
昔
か
ら
彼
ら
に
属
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
が
人
民
に
残
し
て
お
い
た
も
の
は

鷹
揚
さ
だ
け
で
あ
っ
た
」
（
一
六
九
頁
）
。 

史
以
前
に
ロ
ー
マ
及
び
地
中
海
沿
岸
地
方
に
個
人
所
有
を
導
入
す
る
と
い
う
罪
を
犯
し
た
階
級
の
子
孫
が

現
在
の
持
て
る
階
級
の
中
に
存
在
す
る
と
は
全
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
る
で

あ
ろ
う
。
二
．
さ
ら
に
、
個
人
的
所
有
体
制
に
お
け
る
よ
り
も
集
団
的
所
有
体
制
の
も
と
で
の
方
が
人
々

が
幸
福
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
肯
定
が
「
資
本
主
義
」

に
反
対
を
宣
言
す
る
人
間
た
ち
の
議
論
の
余
地
の
な
い
信
仰
箇
条
で
あ
る
。
し
か
し
科
学
と
い
う
も
の
は

証
明
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
教
条
的
断
言
で
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

（
１
）J. C

hailley-B
ert, Java et ses habitants, Paris, 1900. 

（
１
）
第
十
一
章
「
労
働
に
対
す
る
権
利
」
を
参
照
。 
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十
一
世
紀
に
書
か
れ
た
中
国
の
百
科
全
書
は
旧
制
度
の
廃
棄
を
深
く
嘆
い
て
い
る
。
「Chen

の
時
代
の

農
業
コ
ミ
ュ
ー
ン
（Tsing-t’ien

）
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
土
地
は
そ
れ
を
耕
作
し
な
い
者
の
所
有
と
な
っ
た
。

他
方
そ
の
耕
作
者
は
不
足
し
て
い
た
。
…
賢
者
た
ち
は
旧
農
業
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
再
建
す
る
の
が
適
切
か
ど

う
か
を
大
い
に
議
論
し
た
。
…
（
１
）
」
こ
の
著
者
は
、
紀
元
前
二
〇
六
年
に
王
位
に
ま
で
昇
っ
たH

an

一

族
は
こ
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
能
力
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
見
て
い
る
が
、
著
者
の
時
代
（
一
〇
〇
九
年
か

ら
一
〇
六
六
年
）
に
は
も
は
や
可
能
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。 

 

（
紀
元
前
二
五
五
年
に
統
治
を
開
始
し
た
）
秦
王
朝
は
個
人
所
有
を
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
後
に
何

人
も
の
皇
帝
が
各
家
族
の
所
有
し
う
る
土
地
面
積
を
制
限
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
成

功
し
な
か
っ
た
。
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
の
唐
王
朝
の
下
で
は
、
別
個
の
家
族
を
な
す
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
八

〇
〇m

ou

（
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
土
地
と
庭
を
地
所
と
し
て
受
け
取
っ
た
。
土
地
を
売
っ
た
り
貸
し
た

り
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
法
網
を
く
ぐ
る
方
法
が
見
出
さ
れ
、
最
後
に
は
法
の
悪
用

そ
の
も
の
が
合
法
的
と
な
っ
た
。 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
分
で
あ
り
、
生
産
物
は
国
家
に
属
し
た
。
割
り
当
て
ら
れ
た
土
地
の
面
積
は
最
初
は

各
集
団
に
つ
い
て
六
三
〇m

ou

で
あ
っ
た
。Tcheou

（
周
？
）
（
紀
元
前
一
一
〇
〇
年
頃
）
の
下
で
は
、

十
家
族
に
よ
る
集
団
そ
れ
ぞ
れ
に
一
〇
〇
〇m

ou

が
割
り
当
て
ら
れ
、
十
家
族
は
共
同
で
土
地
を
耕
作
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、
生
産
物
の
十
分
の
一
を
国
家
に
収
め
た
。M

eng-tseu

は
こ
れ
ら
三

つ
の
シ
ス
テ
ム
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「H

ia

王
朝
の
諸
王
の
下
で
は
五
〇
ア
ル
ペ
ン
の
土
地
で

年
貢
を
収
め
た
（
あ
る
い
は
十
分
の
一
税
に
付
さ
れ
て
い
た
）
。Yu

王
朝
の
下
で
は
、
七
〇
ア
ル
ペ
ン
の
土

地
が
共
同
扶
助
分
と
し
て
強
制
さ
れ
て
い
た
（tsou

）。Tcheou

王
朝
の
諸
王
はtche

（
こ
れ
は
最
初
の

二
つ
の
年
貢
を
含
ん
で
い
た
）
を
（
各
家
族
が
受
け
取
っ
た
）
一
〇
〇
ア
ル
ペ
ン
に
つ
い
て
要
求
し
た
。

こ
れ
ら
王
朝
の
い
ず
れ
も
実
際
上
十
分
の
一
税
を
課
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
年
貢
の
最
後
は
す
べ
て
の

負
担
の
平
等
な
配
分
で
あ
る
。
第
二
の
年
貢
は
相
互
援
助
と
扶
助
の
た
め
の
税
で
あ
る
。Loung-tseu

は

次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
土
地
の
分
割
と
配
分
を
行
な
っ
た
場
合
、
扶
助
税
（tsou

）
以
上
に
よ
い
税
を
設
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
十
分
の
一
税
（K

oung
）
以
上
に
悪
い
税
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。

こ
の
最
後
の
年
貢
に
つ
い
て
王
は
何
年
か
の
あ
い
だ
の
平
均
収
入
を
計
算
す
る
。
そ
れ
を
恒
常
的
で
操
作

し
や
す
い
税
制
度
の
基
礎
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
米
の
出
来
が
よ
く
、
高
い
年
貢
を
要
求
す
る
こ
と
が
暴

政
を
行
使
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
豊
作
の
年
に
は
、
要
求
さ
れ
る
も
の
は
相
対
的
に
僅
か
で
あ

る
。
耕
作
者
が
土
地
に
施
す
べ
き
肥
料
も
な
い
よ
う
な
災
害
の
多
い
年
に
は
、
年
貢
の
全
部
が
彼
に
対
し

て
絶
対
的
に
要
求
さ
れ
る
（
２
）
。
」
結
局
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
財
政
的
利
益
が
こ
う
し
た
組
織
の
決
定
的
な

主
要
動
機
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
一
つ
と
し
て
、
十
分
に
良
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
と
も

か
く
も
国
を
動
揺
さ
せ
た
騒
乱
や
同
時
代
人
の
不
満
の
声
に
よ
っ
て
判
断
す
る
限
り
は
そ
う
で
あ
る
。

M
ih-Teih

の
弟
子
で
あ
る
同
時
代
人
の
一
人
は
「
弱
い
者
を
略
奪
す
る
強
者
、
多
数
で
も
っ
て
少
数
者
を

抑
圧
す
る
者
た
ち
、
善
良
な
人
間
を
欺
す
狡
猾
な
人
間
、
庶
民
を
嘲
い
も
の
に
す
る
貴
族
」
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。 

（
２
） Trad. de G

. Pauthier : Confucius et M
encius, p. 278-279. 

（
１
） 

こ
の
時
代
に
お
け
るm

ou

の
価
値
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
唐
王
朝
の
統
治
以
降
、
す
な
わ
ち
紀
元

六
一
八
年
以
降
、m

ou

は
約
六
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
等
し
い
。 
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住
民
全
体
は
十
人
組
に
分
割
さ
れ
、
各
十
人
組
は
一
人
の
指
導
者
な
い
し
は
組
長
を
持
ち
、
十
人
組
が

 

ペ
ル
ー
で
は
我
々
は
十
分
に
社
会
主
義
的
な
特
徴
を
有
す
る
組
織
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
こ
の
組
織
も
例
に
よ
っ
て
住
民
の
完
全
な
服
従
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
我
々
は
遺
憾
な
が
ら
古
代
ペ

ル
ー
の
社
会
状
態
に
つ
い
て
の
事
実
そ
の
ま
ま
の
詳
細
を
余
り
も
っ
て
い
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
の
著
者
た
ち

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
基
礎
的
知
識
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。H

einrich 
C

unow

氏
（
１
）

は
、
イ
ン
カ
族
の
統
治
以
前
に
は
村
共
同
体
は
一
つ
の
マ
ル
ク
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え

る
。
著
者
は
ゲ
ル
マ
ン
の
マ
ル
ク

．
．
．
と
い
う
現
象
の
一
般
性
に
つ
い
て
の
先
入
観
に
よ
っ
て
引
き
ず
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。
我
々
は
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
征
服
の
時
期
の
イ
ン
カ
族
の
も
と
で
の
ペ

ル
ー
の
社
会
組
織
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
も
同
然
で
あ
る
。

イ
ン
カ
族
の
前
に
存
在
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
依
然
と
し
て
我
々
は
知
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
我
々

の
著
者
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
カ
族
は
旧
組
織
に
対
し
て
取
る
に
足
り
ぬ
変
化
し
か
加
え
な
か
っ
た
。
村
共
同

体
は
当
時
約
一
〇
〇
〇
人
の
構
成
員
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
彼
ら
の
土
地
の
一
部
は
イ
ン

カ
族
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
、
残
り
が
彼
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
W

ang-nang-chi 

の
改
革
は
あ
ま
り
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
彼
の
布
告
は
、
布
告
が
出
さ
れ
た
時
代
の

皇
帝
を
継
い
だ
次
の
皇
帝
の
治
下
で
は
す
べ
て
廃
棄
さ
れ
た
。
こ
の
法
令
が
後
に
復
活
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
が
、
十
二
世
紀
初
め
の
ほ
ん
の
僅
か
な
期
間
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
こ
の
法
令
を
生
み

出
し
た
運
動
は
、
社
会
主
義
的
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
は
る
か
に
、
保
守
的
文
人
と
あ
る

種
の
改
革
者
と
の
間
の
闘
争
で
あ
っ
た
。 

 

種
子
の
前
貸
し
は
他
の
改
革
―
そ
の
中
に
は
貨
幣
改
革
も
あ
る
―
と
同
じ
よ
う
に
、
混
乱
を
生
み
出
し

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
臣
に
対
す
る
あ
る
反
対
者
は
、
種
子
と
し
て
使
う
よ
う
に
貸
し
出
さ
れ
た
穀
物

が
し
ば
し
ば
全
く
別
の
用
途
に
用
い
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
一
部
は
直
接
に
消
費
さ
れ
、
他
の
一
部
は

売
ら
れ
、
そ
し
て
耕
作
者
は
働
く
代
り
に
、
の
ら
く
ら
し
つ
づ
け
て
い
た
。
穀
物
が
実
際
に
種
子
と
し
て

用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
耕
作
者
は
穀
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、
大
変
な
労
苦
を
費
し

た
収
穫
物
の
大
部
分
を
持
っ
て
行
か
れ
る
こ
と
に
不
満
を
も
っ
た
。
最
後
に
、
穀
物
の
返
還
を
確
保
す
る

責
任
を
負
わ
さ
れ
た
役
人
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
盗
み
と
掠
奪
を
犯
す
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。 

 

十
一
世
紀
に
はW

ang-nang-chi

と
い
う
大
臣
が
社
会
主
義
的
と
判
断
さ
れ
て
い
た
制
度
を
中
国
に
も

た
ら
そ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
現
実
に
は
そ
れ
は
中
世
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
な
わ
れ
た
考
え
方
と
余

り
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
過
去
に
模
型
を
求
め
る
中
国
の
習
慣
に
従
っ
て
彼
はTcheou

の
治
下
に

存
在
し
て
い
た
と
同
じ
よ
う
な
、
取
引
に
対
す
る
警
察
に
よ
る
裁
判
所
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
の
裁
判
所
は

売
買
の
監
督
権
を
持
ち
、
毎
日
食
糧
の
価
格
を
決
定
し
た
。
彼
ら
は
、
貧
乏
人
は
免
除
さ
れ
て
い
た
税
金

を
金
持
ち
に
は
課
し
、
そ
の
結
果
は
援
助
す
る
者
の
い
な
い
老
人
、
貧
乏
人
、
仕
事
の
な
い
労
働
者
、
そ

し
て
一
般
に
窮
乏
し
て
い
た
す
べ
て
の
者
を
救
済
す
る
の
に
役
立
っ
た
。W

ang-nang-chi

に
よ
っ
て
設

け
ら
れ
た
別
の
裁
判
所
は
、
耕
作
者
に
種
子
の
前
貸
し
を
し
、
土
地
は
ど
の
よ
う
に
耕
作
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
か
を
決
定
し
、
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
耕
作
者
に
配
分
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
。 

（
１
）D

ie soziale Verfassung des Inkareichs, 1896. 

（
１
）Puini

教
授
に
よ
る
翻
訳 

Rivista italiana di sociologia, R
om

e, juillet 1897. 
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集
団
的
体
制
は
税
金
の
敵
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
君
主
で
あ
れ
政
治
家
で
あ
れ
自
ら
の
同
胞
の

 

ペ
ル
ー
で
は
諸
条
件
に
つ
い
て
の
非
常
に
大
き
な
不
平
等
が
支
配
し
て
い
た
。
「
そ
こ
で
は
地
位
の
差

は
完
全
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
市
民
の
大
部
分
は
、yanaconas

と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
彼
ら

は
奴
隷
状
態
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
服
装
と
家
屋
は
自
由
人
た
ち
の
そ
れ
と
は
異
な
る
形

の
も
の
で
あ
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
のtam

em
es

と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
は
思
い
荷
物
を
運
ぶ
た
め
に
、
そ
し

て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
辛
い
作
業
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
上
に
は
自
由
人
が
お
り
、
こ
の
自
由

人
た
ち
は
世
襲
的
な
職
務
や
高
位
は
全
く
授
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
次
に
、
耳
（oreilles

）
に
つ
け
て

い
る
飾
り
か
ら
ス
ペ
イ
ン
人
がorejones

と
呼
ん
だ
人
々
が
来
る
。
彼
ら
は
貴
族
集
団
を
形
成
し
、
平
時

に
も
戦
時
に
も
あ
ら
ゆ
る
公
務
を
執
行
し
た
。
国
民
の
頂
点
に
位
置
す
る
の
は
太
陽
の
子
た
ち
で
あ
り
、

彼
ら
は
そ
の
生
ま
れ
と
特
権
に
よ
っ
て
、orejones

が
他
の
市
民
の
上
に
い
た
の
と
同
じ
程
度
に
、

orejones

の
上
に
位
置
し
て
い
た
（
１
）
。
」 

 

各
家
族
が
そ
の
家
屋
と
菜
園
と
を
持
っ
て
い
た
地
所
は
そ
の
家
族
の
私
有
財
産
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
集

団
所
有
と
ほ
と
ん
ど
常
に
結
び
つ
い
て
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
措
置
で
あ
る
。 

 

土
地
は
三
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
最
初
の
部
分
は
太
陽
に
、
す
な
わ
ち
宗
教
儀
式
の
費
用
を
ま
か

な
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
第
二
の
部
分
は
イ
ン
カ
帝
国
に
属
し
た
。
す
な
わ
ち
政
府
の
支
出
を
ま

か
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
第
三
の
部
分
が
住
民
の
必
要
に
供
せ
ら
れ
て
い
た
。
マ
ル
ク

．
．
．
の
規
制
は
一
様
で

は
な
か
っ
た
。
各
共
同
体
の
土
地
の
一
部
分
は
共
同
体
の
な
か
の
家
族
の
あ
い
だ
で
毎
年
分
割
さ
れ
、
別

の
部
分
は
共
同
所
有
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
村
の
指
導
者
は
土
地
の
耕
作
を
指
揮
し
た
。
国
の
北
部
で
は
耕

作
は
十
人
ず
つ
に
分
け
ら
れ
た
、
村
の
全
構
成
員
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
各
十
人
組
は
そ
の
構
成
員
お
よ

び
夫
役
あ
る
い
は
軍
務
に
服
し
て
い
る
者
の
土
地
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
耕
作
し
た
。
収
穫
物
は
等
し
い
部
分
に

分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
各
自
、
自
分
の
土
地
の
産
出
し
た
分
を
受
け
取
っ
た
。
一
片
の
土
地
で
も
他

者
に
そ
の
所
有
権
を
譲
渡
し
た
り
、
与
え
た
り
、
貸
し
た
り
す
る
こ
と
は
誰
も
で
き
な
か
っ
た
。
百
人
組

の
長
の
同
意
な
し
に
は
マ
ル
ク

．
．
．
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
あ
る
種
の
作
業
、
例
え
ば
灌
漑
の

よ
う
な
作
業
は
共
同
体
全
体
に
よ
っ
て
集
団
的
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
他
に
指
導
者
の
土
地
お
よ
び
、
老

人
と
寡
婦
の
食
糧
を
ま
か
な
う
た
め
の
土
地
を
耕
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
貧
し
い
者
の
た

．
．
．
．
．
．

め
の
土
地

．
．
．
．
の
収
入
は
村
の
指
導
者
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
た
。 

五
つ
集
ま
っ
て
一
つ
の
中
隊
を
形
成
す
る
。
こ
の
中
隊
が
二
つ
集
ま
っ
て
百
人
組
と
な
り
、
一
人
の
指
導

者
を
も
つ
。
百
人
組
五
つ
が
集
ま
っ
て
一
人
の
指
導
者
を
も
ち
、
こ
の
五
百
人
組
が
二
つ
集
ま
っ
て
千
人

と
な
り
、
ま
た
別
の
指
導
者
一
人
を
も
つ
。
以
下
同
様
で
あ
る
。
各
段
階
の
指
導
者
た
ち
は
各
配
下
の
落

度
と
犯
罪
を
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
彼
ら
が
こ
の
仕
事
に
も
と
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
き
わ
め

て
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
。
些
細
な
犯
罪
に
も
惜
し
み
な
く
死
刑
が
与
え
ら
れ
る
。
役
所
は
と
て
つ
も
な
く

う
る
さ
く
、
と
か
く
文
句
を
つ
け
た
が
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
住
民
は
奴
隷
あ
る
い
は
家
畜
の
如
く
に
扱
わ

れ
て
い
た
。
無
為
怠
惰
は
体
刑
を
与
え
ら
れ
、
子
供
は
五
歳
か
ら
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
盲
人
や
足

の
わ
る
い
人
間
も
労
働
を
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
イ
ン
デ
ィ
オ
は
、blactacam

ayu

と
呼
ば
れ
て
い
た
裁

判
所
の
役
人
が
事
件
を
検
査
し
万
事
が
適
切
に
い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

食
事
の
時
間
で
も
入
口
を
あ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

（
１
） R
obertson, H

ist. d’Am
er., liv. 

■
Ⅶ
■. 
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G

uaranis

の
三
〇
のreducciones

は
一
六
〇
九
年
か
ら
一
六
四
二
年
に
か
け
て
設
置
さ
れ
た
。

Chiquitos

の
場
合
は
一
六
九
二
年
が
最
初
で
あ
る
。
両
方
と
も
一
七
六
七
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ス
イ

ッ
ト
派
の
追
放
の
時
期
ま
で
存
続
し
た
。
か
く
し
て
最
初
のreducciones

の
設
置
か
ら
そ
の
崩
壊
ま
で
に

一
五
八
年
間
が
経
過
し
た
。
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
は
内
部
組
織
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。G

uaranis

のreducciones

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
土
着
女
性
と
の
関
係

か
ら
生
ま
れ
た
な
ら
ず
者
の
類
で
あ
っ
た
。M

am
elucos

が
彼
ら
に
し
か
け
た
激
烈
執
拗
な
戦
い
に
も
抵

抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
の
指
導
部
は
あ
ら
ゆ
る
困
難
に
打
ち
勝
ち
、

そ
の
追
放
の
時
期
に
はreducciones

の
中
に
は
一
五
万
人
以
上
の
イ
ン
デ
ィ
オ
が
い
た
（
１
）
。 

 

パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
け
る
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
の
■
鎮
圧
施
設reducciones

■
は
、
古
代
ペ
ル
ー
の
も
の
に

似
た
社
会
主
義
的
統
治
の
第
二
の
例
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
。G

uaranis

と
い
う
イ
ン
デ
ィ
オ
は
ス
ペ

イ
ン
人
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
残
酷
に
虐
げ
ら
れ
て
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
は
こ
の
イ
ン
デ
ィ
オ

を
、
あ
た
か
も
虎
や
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
な
大
型
野
獣
を
狩
猟
す
る
か
の
よ
う
に
、
狩
猟
の
対
象
に
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
がreducciones

と
呼
ば
れ
た
施
設
に
お
い
て
、
彼
ら

に
提
供
し
た

ア
ジ
ー
ル

避
難
所
に
か
け
つ
け
た
の
で
あ
る
。
よ
り
北
方
の
ウ
ル
グ
ア
イ
に
お
い
て
は
、Chiquitos

と

い
う
イ
ン
デ
ィ
オ
が
集
ま
っ
た
別
のreducciones

が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
イ
ン
デ
ィ
オ
はG

uaranis

よ
り

は
少
し
く
気
力
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ペ
ル
ー
人
が
生
き
て
い
た
隷
属
状
態
は
、
個
々
人
の
精
力
と
決
断
力
に
お
け
る
絶
対
的
不
足
と
―
こ
れ

が
原
因
で
は
な
い
に
し
て
も
―
少
な
く
と
も
関
連
し
て
は
い
た
。
封
建
制
度
を
も
ち
私
的
所
有
を
知
っ
て

い
た
メ
キ
シ
コ
人
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
対
し
て
英
雄
的
な
抵
抗
を
示
し
、
征
服
さ
れ
た
の
は
た
だ
鉄
砲
類
の

使
用
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
ペ
ル
ー
人
は
取
る
に
足
り
ぬ
抵
抗
を
示
し
た
だ
け
で
、
ほ

と
ん
ど
臆
病
無
気
力
の
証
拠
を
提
供
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。 

 

住
民
は
イ
ン
カ
族
に
対
し
て
、
鉱
物
、
染
料
の
た
め
の
木
材
、
羽
製
品
、
等
も
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
彼
ら
は
鉱
山
開
発
、
道
路
建
設
、
運
河
の
開
さ
く
、
の
た
め
に
夫
役
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
他
の
公
共
土
木
事
業
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
原
始
的
な
道
具
を
用
い
て
、
辛
苦
と
忍
耐
で

も
っ
て
彼
ら
は
イ
ン
カ
族
の
宮
殿
を
建
立
る
す
る
た
め
に
巨
大
な
石
を
磨
い
た
。
一
定
数
の
部
族
は
若
い

娘
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
イ
ン
カ
族
及
び
寺
院
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
運
命
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に
、
最
も
美
し
い
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
八
歳
か
ら
十
二
歳
の
若
い
娘
が
、
太

陽
に
仕
え
る
た
め
に
、
ま
た
イ
ン
カ
族
お
よ
び
土
着
民
指
導
者
の
妻
と
な
る
た
め
に
、
提
供
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。 

幸
福
を
確
保
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る
人
々
は
、
十
分
に
秩
序
あ
る
慈
善
は
ま
ず
自
分
自
身
か
ら
始
ま
る

と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ペ
ル
ー
で
は
税
シ
ス
テ
ム
は
大
い
に
発
達
し
た
。
イ
ン
カ

族
は
土
地
の
一
部
を
自
分
の
も
の
に
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
土
地
を
夫
役
に
よ
っ
て
耕
作
さ

せ
た
。
種
播
き
と
収
穫
の
時
期
に
は
村
共
同
体
の
作
業
す
る
能
力
を
有
す
る
全
て
の
人
間
が
イ
ン
カ
族
の

土
地
に
必
要
な
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
山
岳
地
帯
で
は
、
家
畜
、
主
と
し
て
ラ
マ
が

飼
育
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
イ
ン
カ
族
は
そ
の
一
部
を
先
取
り
し
た
。
ラ
マ
の
原
毛
か
ら
女
た
ち
は

共
同
作
業
で
織
維
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
産
業
は
集
団
形
式
で
組
織
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
最
も
優
美
な
布
地
は
首
都
に
持
っ
て
行
か
れ
、
イ
ン
カ
族
の
衣
装
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。 

（
１
）D

on Isoard, La propr.et la com
m

un. des biens, 

■
Ⅰ
■, p.361-362.

「
一
八
五
五
年
、
二
人
の
学
者

V.M
artin de M

oussy

氏
とA

lfred D
em

ersay

氏
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
か
らR

éductions

（
■
鎮
圧
施
設
■
）
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小
さ
な
村
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
司
祭
と
そ
の
助
任
司
祭
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
い

わ
ゆ
る
職
員
は
野
蛮
な
人
間
た
ち
に
畏
怖
の
念
を
起
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
、
あ
ら
ゆ
る
特
権
を
身
に
ま

と
う
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
た
。
司
祭
の
下
に
は
イ
ン
デ
ィ
オ
の
指
導
者
あ
る
い
は
酋
長
が
い
た
。
イ
ン

デ
ィ
オ
は
一
般
に

ネ
オ
フ
ィ
ッ
ト

新
受
洗
者
の
名
称
を
授
け
ら
れ
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
を
受
け
て
い
た
が
、
彼
ら
が
ス
ペ

イ
ン
人
と
意
思
を
通
じ
合
う
の
を
防
ぐ
た
め
に
彼
ら
に
ス
ペ
イ
ン
語
を
教
え
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い

た
。
一
七
四
三
年
の
王
室
令
は
彼
ら
に
ス
ペ
イ
ン
語
を
教
え
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ほ
と

ん
ど
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
例
外
は
あ
っ
た
。
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ア
は
ラ
テ
ン
語
と
ス

ペ
イ
ン
語
を
き
わ
め
て
申
し
分
な
く
読
む
一
人
の
イ
ン
デ
ィ
オ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
細
か
な

規
律
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
起
床
就
寝
の
時
間
も
決
め
ら
れ
て
い
た
。
最
も
細
か
な
部
分
ま
で
監
督
さ

れ
る
作
業
、
労
働
、
子
供
の
よ
う
に
扱
わ
れ
罰
せ
ら
れ
る
大
人
、
種
の
繁
殖
の
た
め
の
世
話
に
至
る
ま
で

の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
規
則
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
各
家
族
は
家
屋
と
、
家
族
が
耕
す
小
さ
な
土

地
を
持
っ
て
い
た
（
１
）
。
と
は
言
え
、
土
地
は
不
足
し
て
お
ら
ず
、
各
家
族
は
耕
作
可
能
な
だ
け
の
土
地
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
は
イ
ン
デ
ィ
オ
に
種
子
を
提
供
し
、
収
穫
の
時
期
に
一
定
量

等
価
の
穀
物
を
手
に
入
れ
た
。
こ
う
し
た
用
心
な
し
に
は
イ
ン
デ
ィ
オ
は
そ
の
土
地
を
耕
作
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
収
穫
時
か
ら
播
種
期
ま
で
穀
物
を
保
存
す
る
だ
け
の
将
来

に
対
す
る
配
慮
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
理
由
か
ら
「
最
初
の
こ
ろ
は
、
彼
ら

が
耕
作
す
る
た
め
に
用
い
る
牛
を
彼
ら
の
自
由
に
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
の

ぐ
さ
か
ら
、
彼
ら
は
仕
事
が
終
っ
て
も
牛
を
犁
な
ど
か
ら
離
し
て
や
る
労
を
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
り
、

あ
る
い
は
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
牛
を
ば
ら
し
て
食
べ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
叱
ら
れ
る
と

腹
が
減
っ
て
い
た
か
ら
、
と
言
い
訳
を
し
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
（
２
）
。
」
フ
ィ
リ
ッ
プ
五
世
の
王
室
令
は

「
財
の
管
理
に
お
け
る
こ
の
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
無
能
力
と
無
気
力
な
怠
惰
」
を
嘆
い
て
い
る
。
し
か
し

こ
う
し
た
こ
と
は
大
勢
の
野
蛮
人
た
ち
の
顕
著
な
特
質
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（R

obertson

）
は
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
ア
メ
リ
カ
に
は
、
未
来
の
た
め
に
何
ら
か
の
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
は

余
り
に
限
ら
れ
た
知
性
し
か
も
た
な
い
部
族
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
。
彼
ら
の
予
見
と
配
慮
は
そ
こ
ま
で

は
行
か
な
い
。
彼
ら
は
自
分
の
体
験
す
る
感
情
の
衝
動
に
盲
目
的
に
従
い
、
次
い
で
そ
れ
か
ら
生
じ
う
る

結
果
を
全
く
気
に
も
せ
ず
、
彼
ら
の
心
に
た
だ
ち
に
は
浮
ば
な
い
結
果
に
も
気
を
配
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ

の
時
点
に
お
い
て
何
ら
か
の
効
用
あ
る
い
は
快
楽
を
提
供
す
る
も
の
に
は
何
で
あ
れ
最
大
の
価
値
を
置
き
、

当
面
の
欲
求
あ
る
い
は
願
望
の
対
象
で
な
い
も
の
は
全
く
評
価
し
な
い
。
あ
る
カ
リ
ブ
人
の
場
合
、
夜
が

近
づ
い
て
眠
り
た
い
気
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
彼
の
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
売
る
気
に
さ
せ
る
よ
う
な
動
機
は
彼

に
は
全
く
存
在
し
な
い
。
し
か
し
朝
に
な
っ
て
、
そ
の
日
が
彼
に
告
げ
知
ら
せ
る
仕
事
あ
る
い
は
楽
し
み

に
専
念
す
べ
く
起
床
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
同
じ
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
、
彼
の
空
想
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
の

み
現
れ
る
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
が
ら
く
た
と
交
換
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
さ
ら
に
先
の
方
で
は
次
の
よ
う

 

が
存
在
し
た
広
大
な
地
方
に
つ
い
て
当
の
現
場
で
研
究
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
た
。
」
…
任
務
地
域
に
つ
い
て
の
叙

述
の
後
でde M

oussy

氏
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
こ
こ
に
は
ま
さ
に
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
は
、
護
衛
も
持
た
ず
兵
士
も
持
た
な
い
何
人
か
の
司
祭
の
単
な
る
権
威
だ
け
で
統
治
さ
れ
て
い
る

数
千
人
の
野
蛮
人
と
い
う
顕
著
な
事
例
を
世
界
に
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
は
、
本
質
的
に
怠
惰
で
無

気
力
な
存
在
を
労
働
に
よ
っ
て
真
に
驚
嘆
す
べ
く
素
晴
ら
し
い
も
の
を
つ
く
り
出
す
存
在
に
変
え
た
の
で
あ
る
。
得

ら
れ
た
結
果
は
並
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
十
万
人
も
の
人
間
が
不
自
由
な
し
に
安
楽
に
生
活
し
て
い
た
。
今
日
で

は
も
う
荒
地
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
…
。
」 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
に
劣
ら
ぬ
、
そ
の
立
派
な
好
敵
手
で
あ
っ
た
パ
ラ
グ
ア
イ
の
ド
ミ

ニ
コ
会
修
道
士
た
ち
は
、
貧
し
い
イ
ン
デ
ィ
オ
か
ら
そ
の
生
活
手
段
で
あ
っ
た
財
物
を
盗
み
取
っ
た
。
「
こ

れ
を
隠
す
に
は
及
ば
な
い
。
パ
ラ
グ
ア
イ
は
今
日
（
一
八
六
〇
年
）
巨
大
な
共
同
体
で
あ
り
、
巨
大
な
布

教
団
で
あ
り
、
そ
の
中
で
Ｍ
・
ロ
ペ
ス
と
そ
の
子
供
た
ち
は
召
使
頭
で
あ
る
。
尤
も
団
員
た
ち
は
食
事
も

 

一
七
六
七
年
一
月
二
日
、
ス
ペ
イ
ン
王
は
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
を
パ
ラ
グ
ア
イ
、
リ
オ
・
ド
・
ラ
・
プ
ラ
タ
、

お
よ
び
テ
ェ
ク
マ
ン
の
三
つ
の
地
方
か
ら
追
放
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
彼
ら
の
財
産
の
没
収
を
宣
言
す
る

命
令
を
発
し
た
。
こ
の
措
置
の
結
果
と
し
てreducciones

は
崩
壊
し
た
。
不
幸
な
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
は
そ

の
財
物
を
略
奪
さ
れ
、
散
り
散
り
に
せ
ら
れ
、
命
を
奪
わ
れ
、
非
常
な
多
数
が
飢
え
と
窮
乏
の
う
ち
に
死

亡
し
た
。
追
放
の
時
期
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
七
つ
の
小
さ
な
村
に
は
三
万
人
の
新
受
洗
者
が
い
た
。
一
八
〇

一
年
に
は
ま
だ
一
万
四
千
人
が
い
た
。
一
八
一
四
年
に
は
も
う
六
千
四
百
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て

一
八
二
一
年
に
は
わ
ず
か
三
千
人
と
な
っ
た
。 

 

ペ
ル
ー
お
よ
び
パ
ラ
グ
ア
イ
の
神
聖
政
治
は
社
会
主
義
体
制
の
最
大
の
難
関
の
一
つ
を
回
避
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
人
間
の
選
択
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
劣
っ
た
種
族
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
意
思
を
押
し

つ
け
て
い
た
の
は
優
越
種
族
の
人
間
で
あ
り
、
劣
っ
た
種
族
の
人
間
た
ち
は
自
ら
の
指
導
者
を
そ
の
内
部

か
ら
選
び
出
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
彼
ら
は
自
ら
を
導
か
れ
る
に
ま
か
せ
れ

ば
よ
か
っ
た
。
「
何
か
を
発
明
す
る
能
力
は
彼
ら
に
は
全
く
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
が
、

見
た
こ
と
を
す
べ
て
模
倣
す
る
能
力
を
最
高
度
に
も
っ
て
い
る
こ
と
は
や
が
て
認
め
ら
れ
た
（
１
）
。
」
彼
ら

は
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
の
神
父
た
ち
か
ら
産
業
技
術
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
そ
れ
に
は
著
し
く
成
功
し
た
の
で
、

彼
ら
の
国
家
は
南
米
に
お
け
る
唯
一
の
工
業
国
で
あ
っ
た
（
２
）
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
が
イ
ン
デ
ィ
オ
を
獣
な
み
に
愚
鈍
に
し
て
し
ま
っ
た
と

非
難
し
た
論
者
た
ち
は
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。reducciones

の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
性
格
は
ジ

ェ
ス
イ
ッ
ト
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
性
格
は
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
に
よ
る
支
配
以

前
と
同
じ
ま
ま
で
あ
っ
た
し
、
今
日
で
も
な
お
ペ
ル
ー
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
う
ち
に
観
察
さ
れ
う
る
も
の
で

あ
る
。 

に
言
う
。
「
彼
ら
は
不
熱
心
に
仕
事
を
開
始
し
、
ほ
と
ん
ど
精
力
を
使
わ
ず
に
そ
れ
を
続
け
、
そ
し
て
子
供

の
よ
う
に
い
と
も
簡
単
に
仕
事
を
離
れ
る
。
…
仕
事
は
彼
ら
の
手
の
も
と
で
は
き
わ
め
て
ゆ
っ
く
り
と
進

行
し
、
あ
る
目
撃
者
（G

um
illa

）
は
そ
れ
を
植
生
の
感
知
し
え
な
い
ほ
ど
の
変
遷
と
比
較
し
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。
」 

（
２
）E

. G
othein, D

er christlich-sociale Staat der Jesuiten in Paraguay, Leipzig, 1883. 

（
１
）C

harlevoix, H
ist. de Paraguay, 

■
Ⅱ
■. 

（
２
） C

harlevoix, H
ist. du Paraguay, 

■
Ⅱ
■, p.57. 

（
１
） 

こ
れ
は
財
産
で
は
な
く
、
単
な
る
使
用
権
で
あ
っ
た
。Gothein, D

er christlich-social Staat der Jesuiten in 
Paraguay. 

■
改
行
■A

zara 

に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
は
「
イ
ン
デ
ィ
オ
の
各
々
に
週
の
う
ち
二
日
彼
ら
が

好
き
な
よ
う
に
耕
作
す
る
土
地
な
い
し
は
小
作
地
を
与
え
、
全
所
有
権
を
享
受
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

少
し
ず
つ
個
別
財
産
と
い
う
も
の
を
彼
ら
に
知
ら
し
め
慣
れ
さ
せ
る
」
意
図
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。（C

itation 

de F. Sagot, Le com
m

. au N
ouveau M

onde, Paris, 1900.

） 
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庇
護
監
督
体
制
の
消
滅
は
そ
れ
ゆ
え
パ
ラ
グ
ア
イ
の
イ
ン
デ
ィ
オ
に
と
っ
て
は
致
命
的
で
あ
っ
た
。
類

似
の
多
く
の
現
象
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
現
代
に
お
け
る
深
遠
な
思
想
家
の
一
人
で
あ
るG

. de M
olinari

 

二
つ
の
観
点
、
個
人
の
利
福
の
観
点
と
種
の
利
福
の
観
点
は
社
会
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
う
ち
に
見

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
抵
の
場
合
別
個
に
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
還
元
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
事
実
は
布
教
団
体
制
は
イ
ン
デ
ィ
オ
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
っ
た

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
種
族
の
幸
福
の
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
の
布
教
団
組
織
の
善
行

に
疑
義
を
は
さ
む
こ
と
は
難
し
い
。
生
き
て
い
る
種
は
下
等
分
子
の
淘
汰
と
は
異
な
る
方
法
で
自
ら
を
変

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
ず
る
人
は
、
せ
い
ぜ
い
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
が
新
受
洗
者
に
対
し
て
、
監
督

庇
護
が
不
用
に
な
る
た
め
に
必
要
な
資
質
を
少
し
ず
つ
与
え
る
と
い
う
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
非

難
す
る
権
利
を
も
つ
だ
け
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
別
の
一
観
点
が
存
在
す
る
。
下
等
分
子
の
淘
汰
除
去
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

ビ
ア
ン
・
エ
ー
ト
ル

利
福

の
視
点
で

あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
の
追
放
と
そ
の
結
果
と
し
て
のreducciones

の
崩
壊
が

有
用
で
あ
っ
た
可
能
性
は
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
多
分
、
劣
等
種
を
滅
ぼ
し
て
優
越
種
、
す
な

わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
置
き
換
え
る
の
に
貢
献
し
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。 

与
え
ら
れ
ず
、
服
も
供
せ
ら
れ
ず
、
と
り
わ
け
全
体
の
利
益
か
ら
何
の
分
け
前
も
も
ら
っ
て
い
な
い
と
い

う
、
共
同
体
と
の
違
い
は
あ
る
の
で
あ
る
が
（
１
）
。
」
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士
の
理
想
で
あ

る
。
（
ロ
ペ
ス
の
先
任
者
で
あ
っ
た
）
フ
ラ
ン
シ
ア
の
独
裁
の
下
で
土
地
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
イ
ン
デ

ィ
オ
は
、
国
家
の
土
地
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
土
地
は
大
部
分
、
布
教
団
の
共
有
地

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
２
）
。 

（
１
） 

我
々
の
問
題
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
は
決
し
て
信
頼
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
現
実
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
単
な

る
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。 

（
２
）R

engger et Longcham
ps, Essai hist. sur la révol. du Paraguay. 

（
１
）M

artin de M
oussy, D

escription géographique et statistique de la conféderation Argentine, 

■
Ⅲ

■, p.700. 

ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
はreducciones
で
「
行
政
官
」
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
た
。
こ
の
「
行
政
官
」
がA

zara

の

言
う
こ
と
ろ
に
よ
れ
ば
（l’Am

ér. M
érid.

）
住
民
を
利
用
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
、
従
っ
て
不
幸
な
イ
ン
デ
ィ
オ
に
食
糧
も

与
え
ず
、
衣
服
も
与
え
ず
、
彼
ら
を
労
働
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
た
の
で
あ
る
。G

othein

（loc. cit.

）
は
こ
の
意
見
に
賛
成

し
て
い
る
。D

em
ersay

は
、H

ist.phys. écon.et polit. du Paraguay et des établissem
ents des Jésuites, 

■
Ⅰ

■
の
中
で
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
修
道
会

オ
ル
ド
ゥ
ル

の
崩
壊
は
ア
メ
リ
カ
に
巨
大
な
空
白
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は

旅
行
者
た
ち
が
一
致
し
て
告
発
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」D

’O
rbigny

は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
布
教
団
は
修

道
会
員
の
統
治
の
間
は
、
芸
術
的
産
業
的
な
点
に
お
い
て
、
新
世
界
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
人
の
町
と
同
水
準
あ
る
い
は
そ
の

上
の
水
準
に
あ
っ
た
。
」Baynal

はH
ist. philosoph. et polit…

 dans les D
eux-Indes, 1780, 

■
Ⅱ
■, p.289. 

で
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
一
七
六
八
年
パ
ラ
グ
ア
イ
の
布
教
団
が
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
の
手
か
ら
離
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
お
そ

ら
く
は
新
し
い
諸
国
民
を
指
導
し
う
る
ほ
ど
の
最
も
偉
大
な
文
明
段
階
に
到
達
し
て
い
た
。
」 
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十
一
世
紀
の
始
め
、
狂
信
的
な
新
し
い
一
宗
派
、
カ
ル
マ
ー
ト
の
宗
派
が
ハ
チ
ダ
ン
の
布
教
に
続
い
て

 

二
世
紀
半
後
、
バ
ベ
ク
は
新
し
い
宗
教
的
信
条
を
説
い
た
。
そ
れ
は
イ
ス
マ
エ
ル
派
（
訳
注 : 

イ
ス
ラ

ム
教
シ
ー
ア
派
の
一
分
派
）
か
ら
借
用
し
た
事
蹟
を
混
じ
え
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
論
者
た
ち
の
一
致

し
た
見
解
に
よ
れ
ば
官
能
崇
拝
と
放
縦
に
身
を
委
ね
、
婦
人
の
共
有
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
種

の
資
料
も
、
抑
制
す
る
も
の
の
な
い
放
縦
、
略
奪
、
殺
人
を
こ
の
宗
派
が
容
認
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
。
国
民
の
な
か
の
屑
と
い
う
屑
が
す
べ
て
熱
狂
し
て
こ
れ
に
向
か
っ
た
。
バ
ベ
ク
の
熱
狂
的
信
者

は
速
や
か
に
幾
千
を
数
え
、
カ
リ
フ
の
王
位
は
転
覆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
十
年
の
間
帝
国
は
廃

墟
と
死
骸
で
覆
わ
れ
た
。
遂
に
八
三
七
年
バ
ベ
ク
は
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
た
。
彼
の
同
時
代
人
が
証
言
す
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
百
万
人
の
信
奉
者
が
刃
の
下
に
死
ん
だ
。
こ
の
宗
派
は
バ
ベ
ク
の
後
生
き
残
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
教
義
の
精
神
は
な
お
ペ
ル
シ
ア
で
長
期
に
わ
た
っ
て
拡
が
っ
た
。 

 

ペ
ル
シ
ア
は
非
常
に
し
ば
し
ば
革
命
に
よ
っ
て
転
覆
さ
せ
ら
れ
て
き
た
国
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く

つ
も
の
革
命
が
宗
教
的
か
つ
共
産
主
義
的
形
態
を
取
っ
て
い
た
。
サ
サ
ン
王
朝
（
訳
注 : 
ペ
ル
シ
ア
の
王

朝
、
三
‐
七
世
紀
）
の
下
で
マ
ス
テ
ク
と
い
う
名
の
改
革
者
は
道
徳
全
体
に
対
し
て
戦
い
を
宣
言
し
、
財

産
と
婦
人
の
共
有
と
と
も
に
普
遍
的
自
由
と
平
等
と
を
説
く
こ
と
か
ら
始
め
た
。
ま
も
な
く
彼
は
奴
隷
と

下
層
階
級
の
人
間
を
獲
得
し
た
。
彼
の
熱
狂
的
信
者
は
マ
ス
テ
キ
エ
と
呼
ば
れ
た
。
彼
の
成
功
は
赫
々
た

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
帝
国
の
お
偉
方
や
さ
ら
に
は
国
王
カ
バ
ド
さ
え
そ
の
宗
派
に
加
入
し
た
。
し
か

し
強
力
な
反
動
が
や
が
て
現
れ
た
。
国
王
の
息
子
ヌ
シ
ル
ワ
ナ
に
指
導
さ
れ
た
反
革
命
は
武
力
に
訴
え
て

こ
の
宗
派
を
打
倒
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
宗
派
に
お
い
て
は
共
産
主
義
的
信
念
が
官
能
的
快
楽
に

身
を
委
ね
他
人
の
財
を
略
奪
す
る
口
実
と
し
て
役
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
共
同
体
が
破

壊
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
精
神
、
そ
の
発
達
を
促
進
し
た
原
因
は
破
滅
さ
れ
な
か
っ
た
。 

 

ロ
シ
ア
の
ミ
ー
ル
、
ジ
ャ
ヴ
ァ
、
古
代
ペ
ル
ー
の
デ
ッ
サ
（dessa

）
、
パ
ラ
グ
ア
イ
のreducciones

の
よ
う
な
恒
常
的
な
共
産
主
義
組
織
と
、
し
ば
し
ば
暴
力
的
革
命
の
際
に
現
わ
れ
る
本
質
的
に
一
時
的
な

組
織
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
恒
常
的
な
共
産
主
義
組
織
は
ま
さ
に
そ
の
存
続
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
諸
条
件
―
一
時
的
な
組
織
は
そ
れ
を
免
れ
て
い
る
―
の
規
制
の
下
に
あ
る
（
１
）
。 

氏
は
、
前
世
紀
の
終
り
か
ら
今
世
紀
の
初
め
の
時
代
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
て
い
た
庇
護
監
督
の
消
滅
か
ら

結
果
し
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
庶
民
階
級
に
と
っ
て
の
不
幸
を
非
常
に
見
事
に
叙
述
し
て
い
る
。
「
も
し
労
働
者

た
ち
が
先
の
見
通
し
の
能
力
を
も
ち
倹
約
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
、
も
し
彼
ら
が
そ
の
繁
殖
を
上
流

階
級
に
な
ら
っ
て
制
限
し
て
自
分
の
稼
ぎ
だ
け
で
養
育
で
き
る
数
だ
け
の
子
供
を
世
に
送
り
出
し
て
い
た

な
ら
ば
、
労
働
賃
金
は
彼
ら
の
力
や
健
康
を
余
り
破
壊
し
な
い
水
準
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
労
働
者
た
ち
は
、
彼
ら
が
解
放
さ
れ
た
時
代
に
は
、
一
般
に
先
見
的
で
も
な
く
倹
約
的

で
も
な
く
、
過
度
の
労
働
と
給
与
の
不
足
が
彼
ら
に
も
た
ら
し
た
肉
体
的
精
神
的
諸
条
件
は
彼
ら
の
う
ち

に
自
制
の
能
力
を
発
達
さ
せ
る
に
は
全
く
適
し
て
い
な
か
っ
た
。
…
窮
乏
状
態
は
労
働
者
階
級
の
、
多
分

余
り
に
早
急
な
解
放
の
不
可
避
的
な
結
果
と
し
て
現
れ
た
（
１
）
。
」 

（
１
）
こ
の
章
の
終
り
お
よ
び
次
章
は
、
も
っ
ぱ
らV. R

acca

氏
の
仕
事
で
あ
る
。
残
り
の
部
分
は
す
べ
て
パ
レ
ー
ト
の
も

の
で
あ
る
。
二
人
の
協
力
部
分
は
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。 

（
１
） Les Bourses du Travail, p.55-56. 
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十
五
世
紀
世
紀
の
は
じ
め
に
ジ
ャ
ン
・
フ
ス
（Jean H

uss

）
は
ボ
ヘ
ミ
ア
で
あ
る
新
し
い
教
え
を
説
き

は
じ
め
た
。
彼
は
、
悪
用
さ
れ
て
き
た
教
会
財
産
は
一
般
信
者
に
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し

た
。
「
十
分
の
一
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
純
粋
な
施
し
で
あ
る
と
フ
ス
は
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼

は
、
教
会
の
人
間
は
主
人
で
も
な
く
、
財
産
の
所
有
者
で
も
な
く
、
番
人
で
あ
り
分
配
者
に
す
ぎ
な
い
と

結
論
し
た
（
１
）
。
」
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
彼
は
ウ
ィ
ク
リ
フ
の
著
作
か
ら
引
き
出
し
た
。
ウ
ィ
ク
リ
フ
は
、

 

一
一
世
紀
の
後
半
に
ハ
ッ
サ
ム
・
ベ
ン
・
サ
ー
バ
・
ホ
マ
イ
ー
リ
（H

assam
-B

en-Sabah H
om

airi

）

は
一
つ
の
新
し
い
宗
派
を
樹
立
し
た
。
す
な
わ
ち
東
方
イ
ス
マ
エ
リ
派
あ
る
い
は
ア．
サ．
ッ
シ
．
．
ン．

（assassins

）
で
あ
る
。
そ
の
教
義
―
そ
の
原
理
は
「
全
て
の
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
」
で
あ
り
、
財
の

共
有
を
認
め
た
―
は
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
あ
い
だ
に
急
速
に
広
ま
っ
た
。
山
の
老
人
あ
る
い
は
山
の

大
師
と
呼
ば
れ
て
い
た
ハ
ッ
サ
ム
は
宗
派
を
強
化
す
る
た
め
に
、
仲
間
お
よ
び
布
教
者
と
並
ん
で
、
第
三

の
集
団
を
つ
く
っ
た
。
自
分
を
犠
牲
に
す
る
集
団
で
あ
り
、
■
ハ
ッ
シ
シ
ム
（H

ascischim
 / assassins

）

■
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
強
力
に
武
装
し
た
組
織
で
あ
り
、
ハ
ッ
サ
ム
の
命
令
に
盲
目
的
に

服
従
し
た
。
こ
の
宗
派
は
一
種
の
信
徒
団
体
で
あ
り
、
チ
ュ
ー
ト
ン
騎
士
団
（
訳
注 : 
中
世
ド
イ
ツ
に
栄

え
た
騎
士
修
道
会
）
、
サ
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
騎
士
団
、
あ
る
い
は
聖
堂
騎
士
団
の
よ
う
な
、
一
種
の
修
道
会
で

あ
る
。
こ
の
修
道
会
の
戦
術
の
基
本
則
は
、
人
々
を
服
従
さ
せ
て
お
く
う
え
で
容
易
な
よ
う
に
、
周
辺
の

城
を
奪
い
取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
の
支
配
は
当
初
は
宗
教
的
目
的
を
持
ち
、
イ
ス
ラ
ム
の

教
え
の
厳
格
な
遵
守
を
課
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
急
速
に
他
と
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
、
あ

る
い
は
も
っ
と
悪
質
な
世
俗
的
支
配
と
な
っ
た
。
こ
の
修
道
会
の
全
歴
史
は
最
初
の
時
期
か
ら
無
数
の
殺

人
と
掠
奪
と
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
最
も
堅
固
な
要
塞
を
略
奪
し
、
盛
え
て
い
る
地
域
を
略
奪
し
た
。

こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
最
初
は
そ
の
内
部
に
献
身
と
自
己
犠
牲
の
生
活
を
保
持
し
て
い
た
ア
サ
ッ
シ
ン

の
修
道
会
は
、
豊
か
に
な
り
強
力
に
な
っ
て
、
腐
敗
の
虫
に
よ
っ
て
速
や
か
に
蝕
ま
れ
た
。
ア
サ
ッ
シ
ン

の
不
信
心
と
腐
敗
は
あ
ら
ゆ
る
限
度
を
越
え
て
い
た
。
親
族
関
係
あ
る
い
は
友
情
の
あ
ら
ゆ
る
絆
が
、
信

奉
者
を
悪
事
の
盟
友
関
係
に
よ
っ
て
よ
り
緊
密
に
結
合
す
る
た
め
に
、
断
ち
切
ら
れ
た
。
彼
ら
は
最
後
に

は
、
殺
人
を
手
段
と
し
富
を
目
的
と
し
て
、
残
忍
な
王
朝
を
形
成
し
た
。
彼
ら
の
支
配
は
一
二
七
〇
年
に

壊
滅
さ
せ
ら
れ
た
。
尤
も
修
道
会
は
ま
だ
あ
ち
こ
ち
に
そ
の
活
力
の
血
の
証
拠
を
残
し
て
い
た
が
。
今
世

紀
に
お
い
て
も
な
お
ア
サ
ッ
シ
ン
修
道
会
の
名
残
り
が
ペ
ル
シ
ア
と
シ
リ
ア
で
発
見
さ
れ
た
。
し
か
し
共

産
主
義
及
び
世
俗
的
権
力
に
対
す
る
渇
望
は
消
滅
し
た
。
宗
教
的
信
仰
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。 

形
成
さ
れ
た
。
そ
の
教
義
は
最
初
純
粋
に
宗
教
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
や
が
て
彼
は
宗
派
信
者

に
対
し
て
非
常
な
影
響
力
を
獲
得
し
た
の
で
、
信
者
の
あ
い
だ
で
の
財
産
と
婦
人
の
共
有
を
確
立
す
る
こ

と
を
企
て
た
。
信
者
は
教
義
の
敵
対
者
の
の
ど
首
を
切
っ
て
殺
し
そ
の
財
産
を
略
奪
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
そ
の
信
条
を
実
行
に
う
つ
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
ほ
ぼ
一
年
の
間
彼
ら
は
ア

ラ
ビ
ア
、
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
を
血
で
汚
し
荒
廃
さ
せ
た
。
こ
れ
は
帝
国
の
深
刻
な
崩
壊
に
対
し
て
何
ら

の
治
癒
策
も
施
さ
な
か
っ
た
国
王
た
ち
の
無
能
に
よ
っ
て
も
促
進
せ
ら
れ
て
い
た
。
帝
国
は
い
く
つ
も
の

小
国
家
に
細
分
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ル
マ
ー
ト
の
宗
派
は
そ
の
宗
教
的
共
産
主
義
的
な
旗
じ

る
し
が
全
く
別
の
一
目
的
を
隠
し
も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
た
。
す
な
わ
ち
革
命
と
い
う
目
的
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
後
は
成
功
す
る
あ
ら
ゆ
る
革
命
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教

会
の
変
遷
と
類
似
し
た
変
遷
を
こ
う
む
っ
た
。
そ
の
指
導
者
た
ち
は
ま
ず
教
皇
権
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
、

次
い
で
王
朝
を
形
成
し
た
。
こ
の
王
朝
は
他
の
諸
王
朝
と
ほ
と
ん
ど
違
っ
て
い
な
か
っ
た
。
昔
の
仲
間
た

ち
も
、
こ
の
王
朝
が
ア
ラ
ビ
ア
に
対
し
て
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た
っ
て
課
し
た
く
び
き
の
下
に
拘
束
さ
れ

て
い
た
。 
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フ
ス
派
の
教
義
は
ま
も
な
く
ド
イ
ツ
に
広
が
っ
た
。
誠
実
な
熱
狂
家
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
が
、
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
怠
け
者
や
、
盗
み
、
強
盗
に
慣
れ
た
山
師
た
ち
は
、
町
や
田
舎
の
貧
民
階
級
の
あ
い
だ
で
そ

の
教
義
の
最
も
熱
心
な
使
徒
と
な
っ
た
。
最
初
の
農
民
一
揆
は
一
四
三
一
年
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
周
辺
で
勃

発
し
た
。
彼
ら
の
目
印
は
彼
ら
が
日
常
履
い
て
い
た
粗
末
な
短
靴
（schuh

）
で
あ
っ
た
。
非
常
に
長
い
間

あ
ち
こ
ち
で
発
生
し
た
全
て
の
農
民
暴
動
が
そ
の
名
称
（Bundschuh

）
を
得
た
の
は
こ
の
目
印
か
ら
で

あ
る
。 

 

一
四
七
〇
年
頃
、
ハ
ン
ス
・
ベ
ー
ム
（H

ans B
öhm

）
は
民
衆
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
説
き
は
じ
め
た
。

神
の
王
国
が
近
づ
い
て
い
る
。
も
は
や
階
級
の
違
い
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
権
威
が
破
棄
さ

れ
、
税
は
廃
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
君
主
も
貴
族
も
額
に
汗
し
て
生
活
の
糧
を
得
る
よ
う
に
強
制
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
民
衆
は
大
挙
し
て
立
ち
上
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
農
民
、
労
働

者
が
ベ
ー
ム
の
も
と
に
駆
け
つ
け
た
。
ベ
ー
ム
は
一
時
三
万
人
の
人
間
を
意
の
ま
ま
に
使
う
こ
と
が
で
き

た
。
「
大
部
分
は
（
と
同
時
代
の
年
代
記
は
述
べ
て
い
る
）
食
べ
る
も
の
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

 

運
動
は
す
ぐ
に
流
血
の
革
命
の
形
を
取
っ
た
。
貴
族
と
聖
職
者
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
民
衆
は
反
抗
の
機

会
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
フ
ス
の
説
教
の
う
ち
に
見
出
し
た
。
さ
ら
に
、
行
き
す
ぎ

が
あ
っ
た
と
し
て
も
彼
ら
は
全
く
最
新
の
事
例
を
模
倣
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
一
三
八
九

年
、
あ
る
病
人
に
聖
体
パ
ン
を
運
ん
で
い
た
司
祭
を
侮
辱
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
プ
ラ
ハ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の

ほ
と
ん
ど
全
般
的
な
虐
殺
が
行
な
わ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
産
が
略
奪
さ
れ
、
家
屋
と
通
り
が
焼
き
打
ち

さ
れ
た
。
…
一
三
九
三
年
に
は
、
ヴ
ェ
ン
セ
ス
ラ
ス
（
王
）
は
ボ
ヘ
ミ
ア
か
ら
チ
ュ
ー
ト
ン
修
道
会
の
す

べ
て
の
騎
士
を
追
放
し
、
彼
ら
の
財
産
を
奪
い
取
っ
た
（
１
）
。
」
民
衆
は
も
っ
と
違
っ
た
や
り
方
を
し
た
。

長
い
年
月
の
間
ボ
ヘ
ミ
ア
は
も
は
や
巨
大
な
戦
火
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
町
の
労
働
者
や
農
民
は

復
讐
の
陽
が
昇
る
の
を
見
て
よ
ろ
こ
び
、
も
う
共
産
主
義
的
な
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
考
え
な
く
な
っ
た
。

彼
ら
は
修
道
院
、
図
書
館
、
古
文
書
館
を
略
奪
し
破
壊
し
、
修
道
僧
や
司
祭
を
虐
殺
し
た
。
し
か
し
ま
も

な
く
教
会
の
財
産
で
は
足
り
な
く
な
っ
た
。
個
々
人
の
全
財
産
を
攻
撃
し
は
じ
め
た
。
長
い
年
月
、
土
地

と
人
間
が
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
破
壊
せ
ら
れ
た
。
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
繁
栄
し
て
い
た
ボ
ヘ
ミ
ア
は
悲
惨
な

状
態
に
陥
っ
た
。
つ
い
に
暴
動
が
鎮
圧
さ
れ
た
と
き
に
は
、
農
民
た
ち
は
農
奴
の
身
分
に
な
っ
て
完
全
に

隷
従
さ
せ
ら
れ
た
。
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
解
放
者
は
彼
ら
の
暴
君
の
う
ち
で
も
最
も
残
忍
な
部
類
に
属
す
る

人
間
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
す
ば
や
く
支
配
者
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

全
て
の
財
産
が
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
の
よ
う
に
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
福
音
書
に
適
っ
た
状

態
を
推
奨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
貴
族
が
教
会
財
産
を
奪
い
取
る
こ
と
を
た
く
ら
ん
で
、
他
方

で
は
民
衆
が
こ
れ
と
同
じ
望
み
を
も
っ
て
、
ま
た
十
分
の
一
税
の
免
除
を
願
っ
て
、
こ
の
フ
ス
の
考
え
に

易
々
と
捉
え
ら
れ
た
。
フ
ス
の
考
え
に
対
す
る
歓
迎
は
ま
す
ま
す
熱
狂
的
に
な
っ
た
。
「
何
人
も
の
金
持
ち

の
伝
道
者
が
自
分
は
フ
ス
派
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
も
っ
て
い
る
財
産
は
保
全
し
よ
う
と

し
て
、
財
産
の
有
効
利
用
を
命
じ
て
い
る
教
義
を
採
用
し
た
（
２
）
。
」 

 

（
１
）E

.de B
onnechose, Jean H

uss, G
erson, ete., 3

eéd., Paris.1860, 1
er vol., p.154. 

（
２
）E

.de B
onnechose, op. cit., ibid., p.155. 

  

（
１
）J. Lenfant, H

istoire de la guerre des H
ussites, etc., U

trecht, 1731, 1
er vol., p.49 et 50. 
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彼
ら
が
着
い
た
家
の
者
は
彼
ら
を
宿
泊
さ
せ
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
そ
の
家
で
は
彼
ら
は
兄
弟
姉
妹
と

し
て
呼
び
合
っ
た
（
１
）
。
」
あ
る
日
ベ
ー
ム
が
武
器
を
手
に
し
た
熱
狂
的
信
者
と
歩
き
は
じ
め
よ
う
と
し
た

と
き
、
彼
は
捕
え
ら
れ
、
焼
き
殺
さ
れ
た
。
共
同
体
は
散
り
散
り
に
さ
れ
た
。
し
か
し
遠
方
か
ら
来
た
農

民
た
ち
は
国
へ
帰
っ
た
と
き
、
と
り
わ
け
ス
ア
ブ
ル
や
ス
イ
ス
で
彼
の
教
義
を
広
め
た
。
十
五
世
紀
の
終

り
か
ら
十
六
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
い
く
つ
も
の
一
揆
が
勃
発
し
た
が
、
共
産
主
義
的
体
制
を
樹
立
す

る
の
に
成
功
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
最
終
的
に
は
つ
ね
に
略
奪
と
殺
人
に
帰
着
し
た
。
一
五
二
四
年
、

革
命
は
全
ド
イ
ツ
に
拡
大
し
た
。
「
農
民
戦
争

．
．
．
．
は
こ
れ
ら
の
騒
擾
に
歴
史
家
が
与
え
た
と
こ
ろ
の
名
前
で

あ
る
が
、
ル
タ
ー
の
教
義
の
刊
行
と
普
及
と
は
い
か
な
る
関
係
も
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
の
教

義
は
農
民
が
彼
ら
の
行
き
す
ぎ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
た
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
…
す
で
に
ル
タ

ー
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
憤
激
し
た
臣
下
が
君
主
に
対
し
て
戦
さ
を
し
か
け
る
場
面
は
存
在
し
た
し
、
農
民

が
自
ら
に
課
し
た
真
の
目
的
は
、
租
税
と
虐
待
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
貴
族
の
専
制
的
権
力
に
対
し
て
制

限
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
頻
繁
な
夫
役
、
過
去
に
お
け
る
よ
り
も
重
く
な
っ
た
貢
物
そ
の
他
の
租
税
、

と
り
わ
け
、
ト
ル
コ
や
サ
ラ
セ
ン
に
対
す
る
戦
争
を
口
実
に
し
て
課
せ
ら
れ
た
十
分
の
一
税
、
こ
れ
ら
す

べ
て
が
農
民
に
と
っ
て
は
耐
え
が
た
い
重
荷
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
聖
職
者
か
ら
な
ら
ば
世
俗
の
領
主
貴

族
か
ら
よ
り
も
、
よ
り
節
度
あ
る
扱
い
を
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
聖
職
者

た
ち
か
ら
も
は
る
か
に
多
く
虐
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
農
民
に
非
難
の
声
を
あ

げ
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
２
）
。
」
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
こ
の
革
命
は
非
常
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
諸

要
素
を
含
ん
で
お
り
、
非
常
に
種
々
雑
多
な
主
張
を
表
明
せ
し
め
た
。
「
暴
徒
の
非
常
に
多
く
は
―
と
あ
る

同
時
代
人
は
書
い
て
い
る
―
共
有
地
権
（droit com

m
unal

）
、
彼
ら
の
昔
の
法
制
度
の
再
興
、
昔
の
慣
習

の
復
活
、
租
税
と
夫
役
の
軽
減
を
要
求
す
る
こ
と
に
自
ら
を
限
定
し
て
い
た
。
別
の
暴
徒
は
あ
ら
ゆ
る
隷

属
を
拒
否
し
、
今
度
は
自
分
た
ち
が
命
令
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
…
し
か
し
彼
ら
の
大
多
数
は
、
金
、

財
産
、
特
権
、
農
地
、
森
林
、
牧
草
地
を
金
持
ち
と
共
有
す
る
こ
と
を
な
に
よ
り
ま
ず
望
ん
で
い
た
（
３
）
。
」

エ
ベ
ル
リ
ン
・
ギ
ュ
ン
ツ
ブ
ル
グ
は
暴
徒
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
た
。
「
富
は
貧
乏
人
の
た
め
に
、

支
配
は
臣
下
の
た
め
に
、
平
等
は
万
人
の
た
め
に
（
４
）
。
」
自
ら
の
権
力
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
い
た

貴
族
、
収
入
を
増
や
す
こ
と
を
欲
し
て
い
た
下
級
聖
職
者
、
富
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア

は
、
た
と
え
下
層
民
に
敵
対
し
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
も
ま
た
運
動
に
参
加
し
た
。
下
層
民
は
最
初
ほ

と
ん
ど
ど
こ
で
で
も
非
常
に
節
度
あ
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
農
民
た
ち
は
、
彼
ら
が
正
し
く
道
理
に
か

な
っ
た
改
革
を
要
求
し
て
い
た
オ
ー
ト
ス
ア
ー
ブ
で
起
草
さ
れ
た
「
公
正
十
二
箇
条
」
（D

ouze 
équitables articles

）
を
、
封
臣
た
ち
に
提
示
し
た
。
彼
ら
の
要
求
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
司

祭
の
選
挙
と
罷
免
と
が
教
区
所
属
信
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
、
十
分
の
一
税
が
減
額
さ
れ
、
貧
民

へ
の
援
助
救
済
金
が
よ
り
よ
く
支
払
わ
れ
、
家
臣
農
奴
の
財
産
の
領
主
に
よ
る
継
承
権
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
、
狩
猟
、
漁
業
、
森
林
利
用
に
対
す
る
領
主
の
権
利
を
縮
少
す
る
こ
と
、
同
じ
く
土
地
税
、
地
代
等
の

減
額
、
刑
罰
を
よ
り
公
正
に
し
、
厳
し
さ
を
減
ら
す
こ
と
、
最
後
に
、
領
主
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
た
財
産

を
共
同
体
に
返
還
し
、
死
亡
し
た
財
産
遺
贈
権
の
な
い
者
の
財
産
の
一
部
に
対
す
る
領
主
の
継
承
権
を
廃

止
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
第
十
二
項
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
条
項
は
そ
れ
ら
が
福
音
書
の
教
理
に
反
す
る

と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に

は
共
産
主
義
の
こ
と
ば
も
威
嚇
の
こ
と
ば
も
一
つ
も
な
い
。
農
民
た
ち
が
願
っ
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け

長
期
に
わ
た
っ
て
頑
強
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
惨
め
な
境
遇
の
改
善
で
あ
る
（
５
）
。
こ
れ
よ
り

先
に
、
イ
タ
リ
ア
北
部
の
農
民
を
し
て
、
領
主
に
対
し
て
改
革
を
要
求
せ
し
め
た
の
も
同
じ
原
因
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
で
は
貴
族
が
比
較
的
に
ひ
弱
で
あ
り
、
農
民
は
共
産
主
義
的
渇
望
あ
る
い
は
宗
教
的
口
実
を
伴

っ
た
革
命
を
経
ず
に
望
む
も
の
を
獲
得
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
逆
に
領
主
た
ち
は
よ
り
強
力
で
あ
り
、
「
十
二
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ド
イ
ツ
で
起
っ
た
革
命
運
動
は
、
農
民
戦
争
す
な
わ
ち
再
洗
礼
派
の
運
動
の
時
点
に
お
い
て
さ
え
、
似

た
よ
う
な
原
因
と
経
過
を
も
っ
て
い
た
。「
政
治
的
発
酵
は
、
福
音
派
が
生
み
出
す
そ
れ
（
宗
教
改
革
）
と

は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
帝
国
を
悩
ま
せ
た
。
世
俗
的
抑
圧
と
教
会
に
よ
る
抑

圧
と
に
痛
め
つ
け
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
国
で
領
主
の
土
地
に
縛
り
つ
け
ら
れ
土
地
と
共
に
売
ら
れ
て
い
た

箇
条
」
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
が
農
民
た
ち
を
暴
動
に
駆
り
立
て
た
の
で
あ
り
、
共
産
主
義
的

渇
望
を
急
速
に
優
位
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
暴
動
は
野
蛮
残
酷
で
あ
っ
た
。
城
や
修
道
院
は
焼
き

打
ち
さ
れ
破
壊
さ
れ
、
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
盗
ま
れ
、
こ
の
よ
う
な
悪
事
に
反
対
し
た
者

は
す
べ
て
殺
害
さ
れ
た
。
領
主
の
軍
隊
は
反
逆
者
徒
党
が
破
壊
を
進
め
る
の
を
止
め
る
力
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
。
反
逆
者
た
ち
が
通
過
し
た
村
の
住
民
た
ち
は
彼
ら
と
妥
協
共
謀
し
、
「
福
音
的
兄
弟
関
係
」
あ
る

い
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
兄
弟
関
係
」
、
他
人
の
財
産
が
共
有
さ
れ
る
共
産
主
義
的
な
類
の

ソ
シ
エ
テ

同
盟
を
形
成
し
た
。

同
時
代
の
人
の
話
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
農
民
た
ち
は
狂
喜
の
状
態
に
あ
り
、
殿
様
気
取
り
を
し
て
喜

び
、
暴
飲
暴
食
を
楽
し
ん
だ
。
彼
ら
は
貴
族
に
な
っ
た
気
で
お
り
、
ズ
ッ
ク
の
仕
事
着
や
半
ズ
ボ
ン
を
も

う
身
に
つ
け
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
白
い
服
を
身
に
つ
け
、
半
ズ
ボ
ン
と
服
を
流
行
風
に
仕

立
て
さ
せ
、
青
色
の
飾
り
を
つ
け
、
羽
根
の
つ
い
た
大
き
な
帽
子
を
被
っ
て
い
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
彼

ら
は
自
分
が
貴
族
に
な
り
、
威
厳
あ
る
も
の
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
６
）
。
」
反
逆
者
の
軍
隊
が
前
進

す
る
に
つ
れ
て
、
都
市
の
下
層
階
級
は
「
名
誉
あ
る

オ

ノ

ラ

ブ

ル

人
々
」
の
手
か
ら
権
力
を
も
ぎ
取
り
、
貴
族
、
聖
職

者
、
金
持
ち
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
財
産
の
略
奪
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
援
助
物
資
を
農
民
に
送
り
届
け
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
い
く
つ
も
の
都
市
、
多
数
の
城
が
反
逆
者
の
手
に
落
ち
た
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
新
し
い

「
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ

友
愛
同
盟
」
が
つ
く
ら
れ
た
。
君
主
の
軍
隊
は
反
逆
者
た
ち
と
戦
っ
て
勝
利
し
た
。
な
ぜ
な
ら
反
逆
者

た
ち
の
軍
隊
は
秩
序
も
な
く
戦
術
も
な
く
、
十
分
な
武
器
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
時
に
傭
兵

た
ち
は
反
逆
者
と
戦
闘
を
ま
じ
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
彼
ら
に
合
流
し
た
。
反
逆
者
た
ち
は
新
た
な
勝
利

を
い
く
つ
か
獲
得
し
た
。
し
か
し
一
五
二
五
年
の
春
、
君
主
た
ち
が
同
盟
し
、
流
れ
は
急
速
に
変
化
し
た
。

反
逆
者
の
い
く
つ
も
の
軍
隊
が
潰
走
さ
せ
ら
れ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ル
ト
で
は
反
逆
者
た
ち
は
新
し
い

権
力
の
基
礎
を
堅
固
に
か
た
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
君
主
の
同
盟
軍
が
到
着
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

は
成
功
し
な
か
っ
た
。
反
逆
者
た
ち
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
貴
族
た
ち
は
速
や
か
に
反
逆
者
た
ち
を
捨
て

た
。
反
逆
者
た
ち
は
、
指
導
者
も
な
く
、
秩
序
も
な
く
、
武
器
も
な
く
、
赦
し
と
慈
悲
に
す
が
る
こ
と
を

好
ま
な
い
と
き
に
は
、
猪
の
群
の
よ
う
に
狩
り
た
て
ら
れ
た
。
処
罰
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
貴

族
た
ち
は
、
彼
ら
が
被
っ
た
敗
北
に
復
讐
す
る
た
め
に
、
農
民
た
ち
の
条
件
を
か
つ
て
な
く
苛
酷
な
も
の

と
し
た
。 

（
６
） 

C
ité par Janssen, op. cit., 2

e vol., p.506. 

（
５
） 

例
え
ば
一
五
〇
八
年
、
す
な
わ
ち
反
逆
暴
動
の
真
盛
り
で
あ
っ
た
年
に
も
ま
だ
グ
ル
ニ
ン
ゲ
ン
（
ス
イ
ス
）
の
農

民
は
十
分
の
一
税
そ
の
他
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
頑
固
に
主
張
し
て
い
た
。(Latron,(?) H

istoire des 
Anabaptistes, A

m
sterdam

, 1699, p.36). 

（
４
） 

Ibid., p.459. 

（
３
） 

C
ité par Janssen, op. cit., 2

e vol., p.459. 

（
２
） 

D
e Sekkendorf, H

ist. de la Réform
ation, abrégée et trad. en français par J. J. P., B

asle, 

1784-5, tom
e1

er, p.358-9. 

（
１
） 

C
ité par Janssen, L’Allem

ane et la Réform
e, trad. fr., 2

e vol., p.425. 
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民
衆
は
、
激
昂
し
て
立
ち
上
が
り
遂
に
は
鎖
を
断
ち
切
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
不
穏
な
動
き
は
い
く

つ
も
の
徴
候
に
よ
っ
て
宗
教
改
革
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
現
わ
れ
て
い
た
（
１
）
。
そ
し
て
そ
の
と
き
既
に
宗
教

的
要
素
は
政
治
的
要
素
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
十
六
世
紀
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
を
分
離
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
（
２
）
。
」
「
政
治
的
擾
乱
を
生
み
出
し
た
の
は
宗
教
的
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
宗
教
的
運
動
は
騒
擾
的
波
乱
を
伴
っ
て
い
た
（
３
）
。
」
運
動
は
一
五
二
二
年
、
十
分

の
一
税
の
支
払
い
拒
否
か
ら
始
ま
っ
た
（
４
）
。
法
律
、
契
約
、
慣
例
、
教
会
は
農
民
に
そ
れ
を
支
払
う
よ
う

に
強
い
て
い
た
が
、
彼
ら
の
窮
乏
と
、
当
時
広
ま
り
始
め
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
自
由
の
精
神
は
、
農
民

を
駆
り
立
て
こ
の
重
税
を
拒
否
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
農
民
た
ち
が
聖
書
そ
の
も
の
の
中
に
十
分
の
一
税

の
問
題
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
の
は
、
聖
書
の
完
全
な
実
行
へ
の
回
帰
運
動
に
つ
き
従
う
な
か

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
聖
書
は
彼
ら
の
要
求
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
同
時
に
再
洗
礼
派
の
創
始
者

で
あ
る
ト
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
（
■Th. M

unzer

■
）
の
布
教
が
始
ま
っ
た
。
彼
の
教
義
の
根
本
原
理

は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
が
組
織
さ
れ
た
基
盤
に
基
づ
い
て
社
会
は
樹
立
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
万
人
が
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
全
て
の
財
が
共
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ミ

ュ
ン
ツ
ァ
ー
へ
の
共
鳴
者
は
す
ぐ
に
お
び
た
だ
し
い
数
に
な
っ
た
。
し
か
し
問
題
に
さ
れ
て
い
た
の
は
、

「
大
部
分
無
知
な
人
々
お
よ
び
社
会
の
最
下
層
民
（
５
）
」
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
と
そ
の
弟
子
た
ち
の

布
教
に
魅
了
さ
れ
て
民
衆
は
蜂
起
し
た
。
「
蜂
起
に
加
っ
た
者
す
べ
て
が
同
一
の
動
機
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
同
一
の
感
情
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
あ
る
者
は
、
本
当
の
意

味
で
再
洗
礼
派
で
あ
り
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
が
約
束
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
新
し
い
王
国
以
外
の
目
的

を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
他
の
あ
る
者
は
宗
教
を
も
た
な
い
放
埒
の
人
間
で
あ
り
、
彼
ら
は
法
も
裁
判

官
も
欲
せ
ず
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
放
蕩
と
退
廃
の
中
で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
き
る
こ
と
だ
け
を
欲
し

て
い
た
。
ま
た
あ
る
者
は
、
権
力
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
負

担
、
税
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
皆
が
一
般
に
は
福
音
に
よ
る
自
由
を
理
由
と
し

て
い
た
（
６
）
。
」
暴
動
が
勃
発
し
た
と
き
、
民
衆
は
都
市
で
も
田
舎
で
も
、
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
階
級
を

追
い
回
し
、
福
音
の
国
を
樹
立
す
る
た
め
に
彼
ら
を
つ
か
ま
え
た
。「

フ
ラ
ン
テ
ル
ニ
テ

友
愛
同
盟
」
あ
る
い
は
共
同
体
が
つ

く
ら
れ
、
そ
の
中
で
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
生
き
方
を
追
求
す
る
努
力
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し

彼
ら
は
し
ば
し
ば
罪
に
身
を
委
ね
た
。
神
の
御
厚
意
は
罪
も
容
赦
し
て
下
さ
る
、
と
彼
ら
は
言
っ
た
。
「
チ

ロ
ル
で
は
（
と
あ
る
年
代
記
は
言
う
）
、
僅
か
な
日
数
の
あ
い
だ
に
相
当
数
の
男
女
が
金
を
つ
く
る
た
め
に

財
産
と
、
動
物
の
繋
駕
用
具
を
売
り
払
い
、
女
と
子
供
も
新
し
い
集
ま
り
に
加
わ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た

（
７
）
。
」
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
た
者
の
数
は
ド
イ
ツ
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
た
え
ず
増
加
し
た
。
あ
ち
こ
ち

で
再
洗
礼
派
の
使
徒
た
ち
の
布
教
と
は
無
関
係
に
暴
動
が
勃
発
し
た
。
ム
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
は
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
に
お
け
る
暴
動
の
主
た
る
震
源
地
で
あ
っ
た
。
再
洗
礼
派
が
町
の
権
力
を
奪
取
し
そ
こ
で
彼
ら
は
絶
対

的
支
配
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
全
て
が
共
有
と
な
っ
た
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
昔
の
所
有
者

か
ら
奪
い
取
っ
た
全
て
の
財
を
蓄
え
さ
せ
、
そ
れ
の
最
高
位
の
分
配
者
と
な
っ
た
。
民
衆
は
こ
の
制
度
に

何
ら
不
満
を
も
た
な
か
っ
た
。
労
働
者
は
仕
事
を
止
め
、
無
為
に
身
を
任
せ
、
共
有
の
資
産
は
汲
み
尽
せ

ず
無
尽
蔵
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
を
養
っ
て
い
た
。
同
じ
時
期
に
使
徒
た
ち
は
周
辺
で
暴
動
の
種
を
播
い
て

い
た
。
武
装
し
た
再
洗
礼
派
の
軍
団
が
修
道
院
や
城
を
破
壊
略
奪
し
、
金
持
ち
や

デ
ィ
シ
デ
ン
ト

反
対
者
を
無
理
矢
理
再

洗
礼
派
に
加
わ
ら
せ
た
。
そ
れ
を
拒
否
し
た
者
は
槍
を
経
験
し
た
。
こ
の
よ
う
な
略
奪
の
収
穫
は
、
そ
の

大
半
は
ム
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
の
共
有
資
産
を
大
き
く
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
エ
ア
フ
ル
ト
で
は
下
層
民
が
権
力

を
奪
取
し
て
周
辺
の
農
民
と
友
愛
同
盟
を
つ
く
り
、
公
共
財
産
及
び
個
人
財
産
を
全
て
破
壊
略
奪
し
た
。

彼
ら
は
痛
飲
乱
舞
の
う
ち
に
時
間
を
過
ご
し
た
。
完
全
な
無
政
府
状
態
が
町
を
支
配
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
時
突
然
に
君
主
た
ち
は
同
盟
し
て
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
率
い
ら
れ
た
一
団
が
到
着
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ケ
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ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
向
っ
て
進
ん
だ
。
そ
し
て
大
戦
闘
の
中
で
六
千
人
の
農
民
が
殺
戮
さ
れ
た
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ

ー
を
含
む
指
導
者
た
ち
は
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
や
が
て
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
、
旧
体
制
が
再
建
さ
れ
た
。

し
か
し
反
抗
は
抑
圧
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
反
乱
は
す
ぐ
後
で
勃
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
再

洗
礼
派
は
決
し
て
死
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
新
し
い
改
宗
者
の
大
部
分
は
結
び
つ
き
と
思
い
や
り
の
印
と

し
て
一
緒
に
パ
ン
を
千
切
り
、
担
保
は
貸
付
け
、
保
証
、
あ
る
い
は
贈
与
に
よ
っ
て
お
た
が
い
に
忠
実
に

助
け
合
い
、
財
の
共
有
を
教
え
、
兄
弟
の
よ
う
に
生
活
し
た
。
し
か
し
彼
ら
の
う
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分

は
、
来
た
る
べ
き
革
命
を
最
大
限
利
用
す
る
こ
と
だ
け
を
も
く
ろ
み
、
あ
る
い
は
犯
罪
を
犯
し
、
婦
人
の

共
有
を
採
用
し
て
い
た
。
再
洗
礼
派
の
共
同
体
は
相
互
に
連
結
さ
れ
て
お
り
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
で
多
数
を
数
え
て
い
た
。
労
働
者
た
ち
は
も
は
や
働
く
こ
と
を
欲
せ
ず
、
自
ら
の
必
要
物
に
つ

い
て
他
人
の
余
り
も
の
を
当
て
に
し
て
い
た
。
道
徳
が
こ
れ
ほ
ど
低
い
と
こ
ろ
ま
で
落
ち
る
こ
と
は
稀
で

あ
っ
た
。
神
の
王
国
は
二
年
後
に
樹
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
全
般
に
わ
た
る
反
乱
は
こ
の
神
の
王
国

の
到
来
へ
の
道
を
開
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
ト
ル
コ
人
た
ち
で
さ
え
戦
い
に
や
っ
て
来
る
で

あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
一
五
二
八
年
再
洗
礼
派
に
対
す
る
迫
害
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
き
わ
め
て
苛
酷
に
行
な

わ
れ
た
。
そ
の
と
き
彼
ら
の
う
ち
の
何
人
も
が
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
、
ラ
イ
ン
河
沿
岸
、
シ
ン
ジ
エ
ン
、
ボ

ヘ
ミ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
散
ら
ば
り
、
そ
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
隠
し
つ
つ
、
秘
密
の
小
集
会

（conventicules

）
に
集
結
し
、
そ
こ
か
ら
激
し
い
布
教
活
動
を
行
な
っ
た
。
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
共
同
体
の

起
源
は
こ
の
よ
う
な
小
集
会
の
う
ち
の
比
較
的
穏
健
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
で
は
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
迫
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
洗
礼
派
は
日
々
そ
の
力
を
増
大
さ
せ
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
が
そ
の
火

元
に
な
っ
て
い
た
。
神
が
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
を
つ
く
る
た
め
に
選
ば
れ
た
の
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
で
あ

っ
た
。
し
か
し
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
は
こ
の
名
誉
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
代
り
に
こ
の
名
誉

を
得
た
の
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
町
で
は
反
乱
派
は
、
財
産
を
蕩
尽
し
た
者
、
子
供
の
時
以

来
の
怠
け
者
、
の
ら
く
ら
者
か
ら
成
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
も
っ
て
い
た
望
み
は
た
だ
一
つ
、
掠
奪
で
あ
っ

た
。
一
五
三
二
年
、
ク
ィ
ツ
ペ
ル
ド
リ
ン
グ
（K

uipperdolling

）
と
キ
ッ
ペ
ン
ブ
ロ
イ
ッ
ク

（K
ippenbroick

）
と
い
う
、
最
も
重
要
な
二
人
の
指
導
者
が
首
長
に
選
ば
れ
た
。
そ
れ
以
降
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
は
再
洗
礼
派
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
住
民
の
大
部
分
は
逃
げ
出
し
た
が
、
大
勢
の
仲
間
た
ち
が

こ
の
町
に
各
方
面
か
ら
駆
け
つ
け
て
来
た
。
「
こ
ち
ら
へ
来
い
、
と
『
改
宗
者
』
た
ち
は
遠
方
の
両
親
や
友

人
に
書
い
た
、
こ
こ
で
は
あ
な
た
た
ち
の
願
い
が
す
べ
て
満
足
さ
れ
る
。
我
々
の
う
ち
の
最
も
貧
乏
な
者

で
も
い
ま
や
最
も
高
位
で
有
力
な
人
物
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
贅
沢
な
衣
裳
を
つ
け
て
歩
い
て
い
る
（
８
）
。
」

首
長
の
選
挙
の
翌
日
か
ら
、
略
奪
、
破
壊
、
放
火
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
武
勲
に
つ
い
て
の
喧
々
囂
々

た
る
議
論
が
指
導
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
取
り
交
さ
れ
た
。
人
々
は
教
会
の
も
の
を
奪
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
を
破
壊
し
、
そ
し
て
、
教
会
と
い
う
名
称
も
廃
棄
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。
同
じ
よ
う
に
彼
ら
は
年
、

日
曜
、
祭
日
と
い
っ
た
区
分
も
廃
止
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
過
去
の
思
い
出
さ
え
も
根
絶
さ
せ
る
た

め
で
あ
っ
た
。
再
洗
礼
派
た
る
こ
と
を
欲
し
な
い
者
は
故
国
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の

財
産
は
没
収
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
は
人
々
は
「
兄
弟
」
以
外
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
立
不
和
と
無
政
府
状
態
は
反
乱
者
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
お
い

て
支
配
的
で
あ
っ
た
。
（
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
）
ジ
ャ
ン
・
マ
テ
ィ
ス
（Jean M

athys

）
は
、
住
民

の
同
意
の
も
と
に
全
権
威
を
自
分
一
人
に
集
中
し
た
。
住
民
は
多
分
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
の
方
が
統
治

は
よ
り
平
穏
で
よ
り

レ
ギ
ュ
リ
エ
ー
ル

公
正

な
も
の
に
な
る
と
希
望
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
財
産
は
す
べ
て
司
法

マ
ジ
ス
ト
ラ

の
命
令
に

よ
っ
て
共
有
に
さ
れ
た
。
こ
の
権
力
は
絶
対
的
で
あ
り
無
制
限
で
あ
っ
た
。
些
細
な
過
失
に
対
し
て
も
彼

ら
は
死
刑
を
宣
告
し
た
。
巨
大
な
炊
事
場
が
毎
日
各
家
族
に
対
し
て
必
要
な
食
糧
を
配
給
し
た
。
ジ
ャ
ン
・

マ
テ
ィ
ス
■
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
を
包
囲
し
に
来
て
い
た
大
司
教
の
軍
団
に
出
撃
し
て
死
ん
だ
後
、
彼
を
継
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 い

だ
の
は
ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
・
ラ
イ
デ
（Jean de Leyde

）
で
あ
っ
た
が
、
後
者
は
前
者
を
凌
駕
し
て
い
た
。

彼
は

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
オ
ン

基
本
的
な
法
を
廃
止
さ
せ
、
彼
の
メ
ガ
ホ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
十
二
人
の
裁
判
官
に
あ
ら
ゆ
る
権
限

を
付
与
し
た
。
彼
は
一
夫
多
妻
を
制
度
的
に
認
め
た
。
こ
れ
は
重
大
な
対
立
を
惹
き
起
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
彼
も
、
そ
の
他
の
指
導
者
た
ち
も
真
の
ハ
ー
レ
ム
を
も
っ
て
い
た
。
離
婚
の

フ
ァ
キ
ュ
ル
テ

自
由

が
一
夫
多
妻
と
結

合
し
て
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
は
完
全
な

雑
婚

プ
ロ
ミ
ス
キ
ュ
イ
テ

の
劇
場
と
な
っ
た
。
比
較
的
節
度
の
あ
る
人
間
は
武
器
を
手

に
こ
う
し
た
や
り
口
に
反
対
し
よ
う
と
し
て
斬
首
さ
れ
た
。
何
ら
か
の
方
法
で
、
多
数
者
の
決
定
あ
る
い

は
行
為
に
反
対
し
た
者
に
は
す
べ
て
同
じ
運
命
が
襲
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
個
人
の
道
徳
観
の
上

に
も
は
ね
返
っ
た
。
し
ば
し
ば
個
々
人
の
間
で
些
細
な
過
失
が
死
刑
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
。
ジ
ャ
ン
・

ド
ゥ
・
ラ
イ
デ
は
遂
に
は
精
神
的
な
ら
び
に
世
俗
的
な
全
権
威
を
そ
の
手
中
に
収
め
た
。
彼
は
ま
ず
取
り

巻
き
を
形
成
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
そ
し
て
平
等
の
信
奉
者
た
ち
の
中
で
最
も
激
し
い
者
が
、
し
か
め

つ
ら
し
い
称
号
や
名
誉
を
執
拗
に
せ
が
む
、
最
も
た
る
ん
だ
人
間
ど
も
と
な
っ
た
。
共
同
体
の
す
べ
て
の

財
産
は
最
高
の
華
美
を
示
し
た
君
主
の
所
有
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
糧
食
と
同

じ
く
、
町
の
中
に
あ
っ
た
宝
石
と
貴
金
属
の
す
べ
て
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
さ
せ
た
。
他
方
で
彼

は
全
市
民
に
対
し
て
、
最
大
限
簡
素
な
生
活
を
命
令
し
た
。
人
々
は
外
部
の
「
兄
弟
」
の
助
け
に
よ
っ
て

全
世
界
を
新
た
な
シ
オ
ン
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
再
洗
礼
派
は
実
際
、

周
辺
の
国
々
の
中
で
き
わ
め
て
強
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
革
命
の
呼
び
か
け
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
人
々
が

願
っ
た
よ
う
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
原
因
は
、
革
命
の
企
て
の
後
に
や
っ
て
来
る
速
や
か
な
弾

圧
処
罰
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
突
如
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
飢
饉
が
起
り
、
包
囲
さ
れ
た
人
々
を
ま
も
な
く
大
量

に
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
王
と
そ
の
取
り
巻
き
た
ち
は
何
一
つ
不
自
由
し
て
い
な
か
っ
た
。
反
乱
は
分
裂
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
・
ラ
イ
デ
は
そ
れ
を
前
以
っ
て
防
ぐ
た
め
に
恐
怖
体
制
を
開
始
し
た
。

不
平
を
も
ら
す
人
間
は
誰
で
も
処
刑
さ
れ
た
。
遂
に
一
五
三
四
年
六
月
、
司
教
は
急
を
襲
っ
て
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
を
占
領
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
王
と
そ
の
他
の
指
導
者
た
ち
は
殺
害
さ
れ
た
。
残
り
の
再
洗
礼
派

の
処
罰
は
苛
酷
を
き
わ
め
た
。 

（
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（
１
）
十
四
世
紀
末
―
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
反
乱
。
■
改
行
■
一
五
〇
三
年
―Spire

周
辺
に
お
け
るB

undschu
（
短
靴
農

民
の
一
揆
）。
■
改
行
■
一
五
一
三
年
―B

risgau

周
辺
に
お
け
るB

undschu

。
■
改
行
■
一
五
一
四
年
―
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ

ル
グ
に
お
け
る
貧
乏
な
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
同
盟
。
■
改
行
■
一
五
一
五
年
―
コ
リ
ン
ト
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
農
民
の
反
乱
。 

共
産
主
義
的

ソ
シ
エ
テ

集
団
の
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
こ
れ
以
上
完
璧
な
不
成
功
は
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
は
、
一
五
六
七
年
に
い
ま
一
度
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
で
再
洗
礼
派
の
新
し
い
王

国
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
靴
屋
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
・
ウ
ィ
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し
か
し
な
が
ら
そ
の
他
の
原
因
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
八
四
八
年
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
中

南
部
の
革
命
運
動
、
あ
る
い
は
同
じ
時
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
革
命
運
動
を
経
済
的
原
因
に
よ
っ
て
説
明
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ

民
族

の
観
念
が
優
越
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中

心
部
で
は
こ
の
民
族
の
観
念
は
経
済
的
動
機
と
結
び
つ
き
、
強
力
な
ド
イ
ツ
帝
国
の
体
制
を
準
備
す
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
は
、
一
八
三
〇
年
か
ら
一
八
四
八
年
に
か
け
て
西
欧
を
襲
っ
た
壮

大
な
民
主
主
義
運
動
の
中
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
民
主
主
義
運
動
を
、
そ
れ
が
起
っ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
国
に
つ
い
て
個
々
に
検
討
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
異
な
る
諸
原
因
を
見
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
全
体
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、
同
じ
よ
う
な
一
般
的
結
果
が
同

じ
よ
う
な
一
般
的
原
因
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
原
因

の
一
つ
は
周
知
の
も
の
で
あ
っ
て
、
大
工
業
の
時
代
が
始
ま
っ
て
い
た
西
欧
に
お
い
て
果
さ
れ
た
、
経
済

的
変
容
の
う
ち
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
の
新
し
い
経
済
的
構
造
に
は
新
し
い
統
治
形
態
が

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
視
点
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
に
お
け
る
立
憲
体
制
の
出

現
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
寡
頭
政
治
か
ら
ま
す
ま
す
民
主
主
義
へ
と
変
化
し
た
こ
の
立
憲
体
制
の
変
容

―
類
似
の
変
化
は
ス
イ
ス
で
も
同
じ
く
生
じ
た
の
で
あ
る
が
―
は
、
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
運
動
の
現
代
版
の
一
つ
と
し
て
「
史
的
唯
物
論
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
た
政
治
的
変
容
は
実
際
、
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
純
粋
に
経
済
的
な
原
因
の
壮
大
な
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

カ
ン
パ
ネ
ラ
（C

am
panella

）
が
『
太
陽
の
都
（Cité du Soleil

）
』
を
出
版
し
た
後
で
、
ナ
ポ
リ
王

国
で
革
命
が
勃
発
し
た
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
カ
ラ
ー
ブ
ル
（C

alabre

）
の
陰
謀
の
直
接
の
目
的

は
カ
ン
パ
ネ
ラ
の
理
想
郷
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
１
）
。
こ
の
陰
謀
は
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
修
道

僧
、
騎
士
、
盗
賊
、
そ
し
て
ト
ル
コ
人
さ
え
、
こ
れ
に
関
与
し
て
い
た
。
こ
の
陰
謀
は
知
的
な
指
導
者
ト

ー
マ
ス
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
と
、
作
戦
の
指
導
者
モ
ー
リ
ス
・
ド
ゥ
・
リ
ナ
ル
デ
ィ
（M

aurice de R
inaldi

）

を
も
っ
て
い
た
。
武
装
し
た
三
百
か
ら
四
百
人
の
人
間
が
、
決
め
ら
れ
た
日
に
、
ま
ず
カ
タ
ン
ツ
ァ
ー
ロ

を
占
領
し
、
次
に
民
衆
の
味
方
に
よ
っ
て
王
国
の
全
体
を
占
領
し
、
そ
し
て
「
太
陽
の
都
」
の
体
制
を
樹

立
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
陰
謀
は
露
見
し
た
。
事
情
に
通
じ
て
い
な
か
っ
た
ト
ル
コ
人
た
ち
が
三

十
艘
の
ガ
レ
ー
船
を
率
い
て
ス
テ
ィ
ロ
（Stilo

）
に
上
陸
し
よ
う
と
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
陰
謀
に
加

担
し
た
者
の
う
ち
主
要
な
者
は
殺
さ
れ
た
。
カ
ン
パ
ネ
ラ
は
獄
に
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
二
十
九
年
間
生
き

た
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
級
か
ら
な
る
こ
の
反
逆
者
た
ち
は
、
カ
ン
パ
ネ
ラ
の
社
会
変
革
の
理
論
と
彼
の
権

威
に
魅
了
さ
れ
て
、
彼
に
従
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
２
）
。
陰
謀
の
露
見
に
続
い
て
行
な
わ
れ
た
裁
判
に
お
け

る
供
述
の
中
に
、
カ
ン
パ
ネ
ラ
の
理
想
郷
と
無
関
係
の
、
そ
れ
と
は
別
の
共
産
主
義
的
党
派
の
存
在
を
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

ル
ヘ
ル
ム
セ
ン
は
何
年
も
の
あ
い
だ
そ
の
配
下
と
共
に
殺
人
と
掠
奪
に
明
け
暮
れ
し
て
国
中
を
恐
怖
に
陥

れ
た
。
し
か
し
こ
の
山
師
が
再
洗
礼
派
の
新
し
い
王
に
な
る
こ
と
を
望
み
、
財
産
を
共
有
す
る
集
団
を
樹

立
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
こ
の
運
動
は
急
速
に
鎮
圧
さ
れ
、
彼
の
計
画
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
か

っ
た
。 

（
１
）B.C

roce, Il com
unism

o di Tom
m

aso Cam
panella, dans le volum

e M
ater. Stor. ed. econ. m

arxista, 

p.248; trad. franç., p.284. 

（
２
）B

.C
roce, op. cit., p.249; trad. franç., p.284. 
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チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
の
騒
動
に
部
分
的
に
似
て
い
る
の
は
一
八
三
六
年
か
ら
一
八
五
二
年
に
か
け
て
ド
イ

ツ
に
起
こ
っ
た
騒
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
「
共
産
主
義
者
同
盟
」
の
運
動
と
結
び
つ
き
、
そ
し
て
共
産

主
義
者
同
盟
か
ら
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
中
の
最
も
活
動
的
な
メ
ン
バ
ー
が
何
人
も
出
て
い
る
（
１
）
。

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
彼
ら
を
通
じ
て
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
ま
で
そ
の
影
響
力
を
拡
大
し
た
。
パ
リ
・

コ
ミ
ュ
ー
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
っ
た
少
し
く
重
要
な
社
会
主
義
的
・
革
命
的
な
運
動
の
最
後
の
も
の
で

 

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
は
少
し
ず
つ
衰
微
し
た
。
乱
暴
者
は
ま
す
ま
す
耳
を
貸
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の

支
持
者
は
散
り
散
り
に
な
っ
た
。
他
方
で
平
和
的
な
手
段
が
ま
す
ま
す
信
頼
を
獲
得
し
た
。 

 

一
八
三
七
年
か
ら
一
八
四
二
年
に
か
け
て
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
が
起
っ
た
と
き
、
労
働
組
合
は
少
な

く
と
も
公
式
的
に
は
そ
こ
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
た
（
１
）
。
こ
の
運
動
は
基
本
的
に
は
急
進
的
で
あ
り
民
主

主
義
的
で
あ
っ
た
。
一
八
三
八
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
人
民
憲
章

．
．
．
．
と
呼
ば
れ
た
請
願
の
六
つ
の
基
本
点
は

次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
普
通
選
挙
、
無
記
名
投
票
、
下
院
議
員
へ
の
手
当
、
納
税
額
に

よ
る
被
選
挙
権
の
廃
止
、
年
一
回
の
議
会
、
選
挙
代
理
権
を
平
等
に
分
配
す
る
た
め
に
国
を
い
く
つ
か
の

選
挙
区
に
分
割
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
労
働
者
た
ち
は
こ
れ
ら
の
要
求
を
一
人
一
人
の
立
場
で
支
持
し
、

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
の
騒
動
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
時
期
か
ら
、
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・

ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
う
考
え
方
が
現
れ
る
の
が
見
ら
れ
る
。
今
日
再
び
採
用
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。

一
八
三
四
年
に
は
八
時
間
労
働
制
を
獲
得
す
る
た
め
に
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
ト
ラ
イ
キ
が
提
起
さ
れ
た
。
一
八

四
〇
年
に
は
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
は
労
働
者
に
八
時
間
労
働
制
を
勧
告
し
た
。
す
べ
て
の
労
働
者
た
ち
は

憲
章
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
働
く
こ
と
を
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

ス
ト
ラ
イ
キ
が
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
成
功
し
な
か
っ
た
。 

 
イ
ギ
リ
ス
で
は
運
動
は
基
本
的
に
民
主
主
義
運
動
で
あ
っ
た
。
近
代
的
大
工
業
の
諸
特
徴
が
は
じ
め
て

現
わ
れ
た
産
業
で
あ
る
繊
維
産
業
は
、
同
じ
く
労
働
者
の
強
力
な

団
体

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

が
は
じ
め
て
設
立
さ
れ
た
産
業

で
も
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
（
１
）
。
綿
の
製
糸
労
働
者
は
全
国
的
組
合
を
設
立
し
た
。
そ
し

て
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
綿
糸
工
た
ち
の
書
記
で
あ
っ
た
ド
ハ
テ
ィ
ー
（D

oherty

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
て

の
賃
金
生
活
者
の
組
合
を
設
立
す
る
と
い
う
壮
大
な
計
画
を
温
め
て
い
た
。
同
じ
く
オ
ー
ウ
ェ
ン
（O

w
en

）

も
、
「
全
て
の
労
働
者
階
級
を
一
つ
の
壮
大
な

団
体

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

に
含
め
る
全
国
的
組
織
を
形
成
し
、
各
部
署
が
他
の

部
署
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
し
、
個
人
的
競
争
を
止
め
さ
せ
、
全
て
の
工
場
を

全
国
的
な
仲
間
組
織

カ
ン
パ
ニ
ー

と
し
て
設
立
す
る
こ
と
」
（loc. cit., p.135

）
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
い
た
。
一
八
三

〇
年
か
ら
一
八
三
四
年
に
か
け
て
い
く
つ
か
の
革
命
運
動
が
起
っ
た
が
、
闘
争
は
工
場
主
と
労
働
者
の
あ

い
だ
で
激
し
か
っ
た
。
工
場
主
た
ち
は
最
後
に
は
勝
利
し
た
が
、
そ
れ
も
束
の
間
で
あ
っ
た
。
組
合
は
再

建
さ
れ
、
そ
し
て
今
度
は
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
目
的
を
こ
と
と
し
て
い
た
。
彼
ら
は
経
験
の
教
え
る
と
こ

ろ
を
役
立
て
、
ゆ
っ
く
り
と
し
か
し
確
実
に
地
歩
を
固
め
る
こ
と
を
知
り
、
現
在
彼
ら
が
有
し
て
い
る
巨

大
な
力
の
水
準
に
ま
で
到
達
し
た
。 

（
１
） W

ebb, loc. cit., p.180. 

「
労
働
組
合
が
い
か
な
る
時
点
で
あ
れ
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
に
加
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
信
ず
る
理
由
は
全
く
な
い
。
一
八
三
三
年
か
ら
一
八
三
四
年
に
か
け
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
運
動
に
は
参
加
し
た

の
で
あ
る
が
…
。
」 

（
１
） Sydney et B

eatrice W
ebb, H

ist. du Trade-U
nionism

e, trad. franç., p.117. 
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あ
る
。
そ
の
不
成
功
は
結
果
と
し
て
、
最
も
知
的
な
社
会
主
義
者
た
ち
を
平
和
的
な
道
に
向
か
わ
し
め
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
日
で
は
彼
ら
は
投
票
用
紙
に
よ
っ
て
権
力
の
獲
得
に
向
っ
て
進
も
う
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
な
お
、
時
に
革
命
の
案
山
子
を
彼
ら
が
振
り
か
ざ
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
と
し
て
彼
ら
の
支
持

者
の
中
の
衝
動
的
な
人
間
や
暴
力
的
な
人
間
を
あ
ま
り
不
満
に
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。 

（
１
）E

ngels, Einleitung zur G
eschichte des Bundes der K

om
m

unisten.

「
現
在
見
ら
れ
る
労
働
者
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
結
局
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
運
動
の
延
長
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
運
動
は
国
際
的
な
労
働
運
動

の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
『
国
際
労
働
者
協
会
』
の
何
人
も
の
指
導
者
を
生
み
出
し
た
。
『
共
産
主
義
者
同
盟
』
の
理

論
的
原
理
は
、
一
八
四
七
年
の
『
共
産
党
宣
言
』
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
原
理
、
今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
最
も
強
力
な
絆
を
な
す
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
」 
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か
く
し
て
我
々
は
、
い
く
つ
も
の
社
会
主
義
シ
ス
テ
ム
が
基
礎
を
置
く
、
愛
他
主
義
的
理
想
が
実
現
さ

れ
る
可
能
性
の
事
例
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
利
己
主
義
的
感
情
が
愛
他
主
義
的
感
情
に
場
所
を
譲
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
言
っ
て
こ
れ
に
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ
の
よ
う
な
事
例
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
愛
他
主
義
的
感
情
の
高
揚

と
い
う
特
性
を
示
す
の
は
極
端
に
限
定
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
共
同
体
が
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
、
大
衆
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
そ
れ
は
組
織
を
変

更
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
は
、
信
者
の
数
が
桁
ち
が
い
に
増
加
し
た

と
き
、
共
産
主
義
的

ソ
シ
エ
テ

団
体
と
し
て
は
消
滅
し
た
。
少
数
の
エ
リ
ー
ト
だ
け
が
ず
っ
と
後
ま
で
修
道
院
を
設

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
じ
生
活
法
を
続
け
た
。
仏
教
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
変
化
が
確
認
さ
れ
る
。
さ

ら
に
こ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
も
き
わ
め
て
急
速
に
堕
落
し
、
彼
ら
が
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
た
平
均
的
類
型
に

復
帰
し
て
し
ま
う
（
１
）
。
最
後
に
不
思
議
な
現
象
が
生
ず
る
。
き
わ
め
て
発
達
し
た
愛
他
主
義
的
感
情
が
共

同
体
内
部
に
お
け
る
反
目
お
よ
び
時
に
非
常
に
強
烈
な
敵
対
と
共
存
す
る
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
２
）
。

か
く
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
我
々
が
知
っ
て
い
る
歴
史
的
事
実
は
、
大
多
数
の
人
間
に
お
け
る
感
情
の

根
本
的
変
化
の
可
能
性
を
証
明
す
る
ど
こ
ろ
か
、
平
均
的
類
型
の
存
続
力
の
異
常
な
強
さ
を
証
明
し
て
い

る
。 

 

強
烈
な
宗
教
感
情
の
支
配
の
も
と
で
は
、
こ
の
信
徒
団
体
は
、
彼
ら
が
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
る
社
会

の
平
均
的
タ
イ
プ
か
ら
著
し
く
逸
脱
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
逸
脱
は
一
般
に
い
く
つ
か
の
受
動
的
徳
性

の
高
揚
の
方
向
に
お
い
て
起
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
放
棄
、
こ
の
世
の
快
楽
の
無
視
、
し
た
が
っ
て
富

の
無
視
、
共
同
体
へ
の
、
そ
し
て
時
に
社
会
全
体
へ
の
個
人
の
完
全
な
献
身
、
で
あ
る
。 

 

昔
か
ら
、
そ
し
て
非
常
に
い
ろ
い
ろ
な
国
民
の
あ
い
だ
で
、
社
会
そ
の
も
の
の
中
に
小
社
会
、
す
な
わ

ち
宗
派
や
信
徒
団
体
が
形
成
さ
れ
る
の
が
見
ら
れ
る
。
宗
教
的
感
情
―
―
最
広
義
に
お
け
る
―
―
は
一
般

に
こ
の
よ
う
な
団
体
に
と
っ
て
の
セ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
尤
も
、
利
益
や
、
さ
ら
に
は
快
楽
の
追
求
だ
け
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
も
多
数
存
在
す
る
の
で
は
あ
る
が
。 

第
五
章 

宗
教
シ
ス
テ
ム 

（
２
） 

（
ベ
イ
ル
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
）
カ
マ
ル
ド
ー
リ
修
道
会
の
総
会
長
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
（A

m
broise

）
は

一
四
三
一
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
、
イ
タ
リ
ア
で
は
い
く
つ
か
の
男
子
修
道
院
で
「
剣
と
棍
棒
に
よ
る
切
り
合

い
、
殴
り
合
い
が
行
な
わ
れ
た
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
同
一
宗
教
の
異
な
る
修
道
院
の
あ
い
だ
の
敵
対
は
時

に
一
層
激
し
い
も
の
が
あ
る
。
サ
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
修
道
騎
士
会
に
対
す
る
聖
堂
騎
士
の
内
戦
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。Fa-H

ien

が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
五
世
紀
セ
イ
ロ
ン
で
は
、
仏
教
徒
の
異
な
る
修
道
院
は
相
互

（
１
） 

平
均
的
類
型
へ
の
一
般
的
回
帰
に
つ
い
て
は
ゴ
ー
ル
ト
ン
（G

alton

）
の
著
作
を
参
照
。 

   
宗
教
的
共
同
体
―
現
象
の
普
遍
性
―
急
速
な
退
化
―
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
―
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
―
仏
教
の
隠

修
修
道
会
―
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
仏
教
的
神
政
政
治
―
カ
ト
リ
ッ
ク
の
隠
修
修
道
会
―
カ
タ
リ
派
―Les Patarins 

托
鉢
修
道
会
―
宗
教
裁
判
―
こ
れ
ら
の
機
関
は
経
済
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
す
べ
て
寄
生
者
で
あ
る
―
生
産
に
専
念
し

た
隠
修
修
道
会
―
自
由
企
業
と
比
較
し
た
場
合
の
隠
修
修
道
会
の
経
済
的
弱
点
―
合
衆
国
に
お
け
る
宗
教
的
社
会
主
義

共
同
体
―
現
代
の
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
―
そ
れ
は
社
会
的
な
大
動
向
の
影
響
を
蒙
っ
た
―
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
か
く
し
て

権
力
の
側
に
身
を
置
く
―
こ
の
運
動
の
影
響
範
囲
―
そ
れ
は
特
に
過
去
に
回
帰
す
る
傾
向
を
有
す
る
―
労
働
者
お
よ
び

小
所
有
者
に
お
け
る
そ
れ
の
結
果
―
そ
れ
の
新
し
い
戦
術
。 
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こ
の
時
代
の
宗
教
的
熱
狂
錯
乱
は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
た
だ
そ
れ
は
、
全
人
口
に
及
ぶ
も

の
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
現
象
は
下
層
階
級
や
迷
信
的
な
人
間
に
限

定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
シ
ア
ン
（Lucien

）
の
『
ロ
バ
（L’Ane

）
』
や
、
ア
ピ
ュ
レ
ー
（A

pulée

）

の
『
変
態
（M

ètam
orphoses

）
』
は
、
シ
リ
ア
の
女
神
の
司
祭
た
ち
の
風
俗
を
、
も
っ
と
後
に
詩
人N

igellus

や
、
さ
ら
に
も
っ
と
後
で
は
ボ
ッ
カ
チ
オ
が
当
時
の
修
道
士
の
風
俗
を
描
く
た
め
に
用
い
た
の
と
同
じ
調

 

古
典
古
代
に
お
け
る
最
古
の
信
徒
団
体
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
な
ら
び

に
政
治
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
が
（
１
）
、
強
烈
な
反
感
敵
意
を
か
き
立
て
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
し
か
し
ま
も
な
く
堕
落
腐
敗
し
た
。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
団
が
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
残
存
分
子
を
取
り

込
ん
だ
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
に
つ
い
て
厳
し
い
語
り
方
を
し
て
い
る
（
２
）
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
は
ギ
リ
シ

ア
お
よ
び
ロ
ー
マ
世
界
に
対
し
て
、M

étragyrtes, Sabatiens, C
orybantes, 

そ
の
他
類
似
の
、
い
く

つ
も
の
宗
教
的
信
徒
団
体
を
与
え
た
（
３
）
。C

ybèle

の
司
祭
団
体
は
中
世
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
お
よ

び
べ
ん
だ

鞭
打
苦
行
僧
と
の
驚
く
べ
き
類
似
を
示
し
て
い
る
（
４
）
。 

（
４
） 

La M
othe Le Vayez, 

■O
euvres

■, Paris, 1662; 1
er vol., Vertu des Payens, p.624-625.

ス
ト
ア
学

派
の
哲
学
者
た
ち
は
「
徳
が
高
く
さ
え
あ
れ
ば
人
は
大
き
な
苦
痛
の
中
で
も
幸
福
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張

し
た
。
そ
し
て
、ス
ト
ア
学
派
が
キ
リ
ス
ト
教
と
最
も
適
合
す
る
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
…
聖H

ierasm
e

は
（In Isa., cap.10

）
、
ス
ト
ア
学
派
の
教
義
は
多
く
の
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
非
常
に
よ
く
合
致
す
る

と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
。
」 

（
３
） 

Phrygie

か
ら
ア
テ
ネ
に
や
っ
て
来
た
と
言
わ
れ
る
あ
るm
étragyrte

あ
る
い
はla G

rande M
ère

の
司
祭
は
、

C
ybèle

の
秘
儀
に
婦
人
た
ち
の
入
会
を
許
し
た
た
め
に
、le B

arathre

に
突
き
落
と
さ
れ
た
。
し
か
し
あ
る
悪

疫
が
発
生
し
、
ア
テ
ネ
人
た
ち
は
こ
の
殺
人
を
贖
う
た
め
にC

ybèle

の
儀
式
教
義
を
許
し
た
。
こ
の
宗
教
は
次
い

で
ロ
ー
マ
に
導
入
さ
れ
た
。 

（
２
） 

Civit., 

■
Ⅱ
■, p.364. 

（
１
） 

こ
れ
はZeller

（La philosoph.des G
recs, 

■
Ⅰ
■, p.321, de la trad. fr.

）
の
見
解
で
あ
る
。
「
ピ
タ
ゴ
ラ

ス
主
義
の
本
来
的
基
本
要
素
は
…
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
物
語
の
中
で
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
、

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
非
常
に
古
い
大
饗
宴
の
中
に
現
れ
て
い
た
も
の
、
で
あ
る
。
…
私
は
道
徳
的
宗
教
的
要
素
を

言
い
た
い
と
思
う
。
」p.311-312

「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
中
の
最
高
位
に
あ
る
人
間
た
ち
は
、
最
新
の
情
報
に
よ

れ
ば
、
財
の
絶
対
的
共
有
の
中
で
生
活
し
て
い
た
。
彼
ら
は
非
常
に
綿
密
な
生
活
規
則
を
も
っ
て
い
た
。
…
彼
ら

は
厳
格
に
独
身
生
活
を
強
制
さ
れ
て
い
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
信
頼
す
る
に
値
す
る
最
も
古
い
証
言
は
、
ピ

タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
人
間
の
そ
の
兄
弟
や
友
人
に
対
す
る
忠
実
さ
を
大
い
に
称
賛
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
財
の
共
有

に
つ
い
て
は
認
め
て
い
な
い
。
…
」p.314.

「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
人
々
の
独
身
生
活
に
つ
い
て
は
比
較
的
最
近

の
著
作
家
た
ち
に
さ
え
知
ら
れ
て
い
な
い
。
」G

rote

はH
ist. de la G

r., trad. fr., 
■
Ⅵ
■, p.263-264

で
、

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
会
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
会
の
総
会
長
は
、
二
世
紀
の
間
ジ
ェ
ス

イ
ッ
ト
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
人
間
た
ち
を
利
用
す
る
才
能
を
も
っ
て
い
た
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
人
間
は

ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
の
人
間
と
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
非
常
に
大
き
な
類
似
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」 

   

に
傷
つ
け
合
い
分
裂
し
、
二
派
に
分
か
れ
た
。
こ
れ
ら
二
派
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
政
府
の
支
持
を
獲
得
す
る
か
に

よ
っ
て
、
一
方
が
他
方
の
修
道
院
を
破
壊
さ
せ
、
そ
の
修
道
僧
を
迫
害
し
た
。
（B

arthélem
y Saint-H

ilaire, Le 
Bouddha, Paris, 1860, p.352.

） 
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ア
ジ
ア
に
は
隠
修
修
道
会
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
非
常
に
し
ば
し
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会

と
似
た
と
こ
ろ
を
一
つ
な
ら
ず
も
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
禁
欲
主
義
は
最
高
水
準
に
達
し
て
お
り
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
聖
者
の
禁
欲
主
義
に
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
１
）
。 

 

ギ
リ
シ
ア
の
古
代
哲
学
者
お
よ
び
そ
の
後
継
の
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
た
ち
は
、
宗
教
的
修
道
会
を
形
成
し

は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
お
よ
び
修
道
会
と
一
つ
な
ら
ず
類
似
点
を
示
し
て
い

る
。
最
初
は
最
も
純
粋
な
道
徳
を
実
践
し
、
何
人
か
は
こ
の
原
則
に
対
す
る
忠
実
を
維
持
す
る
が
、
大
多

数
は
腐
敗
と
偽
善
に
落
ち
込
む
。
ル
シ
ア
ン
（
１
）

は
こ
れ
に
つ
い
て
、
後
に
エ
ラ
ス
ム
ス
（E

rasm
e

）
や

H
utten

が
修
道
士
に
つ
い
て
語
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
た
一
八
世
紀
の
終
り
に
腐
敗
し
た
高
位
聖
職

者
に
つ
い
て
人
々
が
語
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
語
っ
て
い
る
。
こ
の
一
八
世
紀
の
終
り
の
時
代
に
「
デ

ィ
レ
ク
ト
ゥ
ー
ル
」
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
異
教
ロ
ー
マ
は
既
に
デ
ィ
レ
ク
ト
ゥ
ー
ル
を
知
っ
て
い

た
（
２
）
。
そ
し
て
こ
の
機
能
を
果
し
て
い
た
哲
学
者
た
ち
は
そ
の
後
継
者
た
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
比
較
し
て
良

く
も
悪
く
も
な
か
っ
た
。
双
方
と
も
、
頽
廃
期
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
■
読
め
ず
・
６
８
１
■
を
吸
収
し
（
３
）
、

彼
ら
を
滅
亡
に
至
ら
せ
る
破
壊
の
作
業
を
急
い
だ
。
再
び
今
日
、
こ
の
役
割
は
倫
理
的
社
会
主
義
者
に
よ

っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
し
て
果
さ
れ
て
い
る
。A

ppien

は
、
権
力
に
到
達
し
た
「
哲
学
者
」
に
つ
い

て
、
将
来
も
繰
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
一
つ
の
観
察
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
者
は
無
知
な
専
制

君
主
よ
り
も
厳
し
く
権
力
を
行
使
す
る
と
彼
は
述
べ
て
い
る
（
４
）
。 

子
で
描
き
出
し
て
い
る
。 

（
４
） 

B
ell. M

ith., 

■
Ⅹ
Ⅹ
Ⅷ
■. 

（
３
） 

R
enan, Les évangiles, p.382.

「
老
年
期
に
入
っ
て
か
ら
規
則
正
し
く
、
正
統
派
的
で
、
厳
格
潔
癖
に
な
る
の

は
、
拘
束
と
か
抑
制
の
な
い
生
活
を
送
っ
た
貴
族
階
級
の
固
有
の
特
徴
で
あ
る
。
か
つ
て
存
在
し
た
な
か
で
最
も

恐
ろ
し
か
っ
た
ロ
ー
マ
の
貴
族
は
い
ま
や
徳
、
繊
細
、
謙
虚
の
極
端
な
洗
練
以
外
に
は
何
も
も
っ
て
い
な
い
。
」
ル

ナ
ン
は
偽
善
を
も
つ
け
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
エ
リ
ー
ト
の
弔
鐘
を
鳴
ら
す
こ
れ
ら
の
言
葉
は
ロ
ー
マ

貴
族
階
級
の
魂
の
状
態
や
現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
そ
れ
を
と
も
に
巧
み
に
描
い
て
い
る
。 

（
２
） 

Voltaire,  D
ict. Phil. s.v. D

irecteur. 

「
彼
は
、
起
こ
り
得
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
何
を
認
め
る
べ
き
か
を
教
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
こ
れ
は
ま
さ
に
、
大
家
の
ロ
ー
マ
人
が
自
分
た
ち
の
か
た
わ
ら
に
も
っ
て
い
た
哲
学
者
が
行
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
た
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
「
…
我
々
の
通
常
の
礼
節

が
異
教
的
と
形
容
し
て
い
る
諸
民
族
に
あ
っ
て
は
、
ス
キ
ピ
オ
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
、
な
ど
フ
ラ
ヴ
ィ
ヌ
ス
後
の
各
皇
帝

が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
デ
ィ
レ
ク
ト
ゥ
ー
ル
が
い
な
い
。
」
■
改
行
■
セ
ネ
カ
（Sénèque

）
はEpist., 94

で
、
個

別
の
各
場
合
に
な
す
べ
き
こ
と
を
教
示
す
る
相
談
役
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「Sic incede, sic coena! H

od 

viro, hoc fem
inae, hoc m

arito, hoc caelibi convenit!

」
■
改
行
■G

ell

は
彼
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

疑
問
を
伴
な
う
事
例
の
場
合
に
は
友
人
のFavorinus

の
と
こ
ろ
に
相
談
に
か
け
つ
け
た
（
■
Ⅹ
Ⅳ
■, 2

）。
■
改

行
■
「
（
デ
ィ
レ
ク
ト
ゥ
ー
ル
）
た
だ
一
人
で
何
人
も
の
（
女
性
を
）
支
配
し
て
い
る
。
彼
は
彼
女
た
ち
の
精
神
と
記

憶
を
耕
や
し
、
彼
ら
の
信
仰
を
決
定
す
る
。
彼
は
彼
女
ら
の
魂
さ
え
規
制
し
よ
う
と
す
る
。
彼
女
た
ち
は
彼
の
目
と

顔
付
き
を
う
か
が
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
同
意
も
反
対
も
称
賛
も
非
難
も
し
な
い
。
彼
は
彼
女
た
ち
の
喜
び
、
苦
し
み
、

願
い
、
嫉
妬
、
憎
し
み
、
愛
情
の
預
り
人
で
あ
る
。
」
（La B

ruyère, Les Caractères; D
es fem

m
es.

） 

（
１
） 

Icarom
énippe. 
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変
化
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
（
１
）
。
そ
し
て
仏
教
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
同
じ
く
ら
い
強
力
な
政
治
的
作
用
を
及
ぼ
し
た
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
恐
ろ

し
い
ほ
ど
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
、
王
た
ち
と
力
を
競
う
こ
と
も
恐
れ
な
か
っ
た
。
セ
イ
ロ
ン
で
は
仏
教
僧

は
諸
侯
の
弱
さ
あ
る
い
は
信
仰
に
つ
け
こ
ん
で
、
法
外
な
特
権
を
獲
得
す
る
に
至
り
、
さ
ら
に
は
王
に
対

し
て
さ
え
自
ら
の
意
思
を
押
し
通
す
ま
で
に
な
っ
た
。
十
世
紀
と
そ
れ
に
続
く
幾
世
紀
か
の
間
、
彼
ら
は

遂
に
王
に
対
す
る
反
乱
に
味
方
す
る
に
至
っ
た
。
一
七
世
紀
に
は
王
た
ち
は
僧
か
ら
特
権
を
剥
奪
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
余
り
に
し
ば
し
ば
特
権
を
濫
用
し
た
の
で
あ
る
（
２
）
。
中
国
で
は
皇
帝
は
八

四
五
年
仏
教
僧
の
数
を
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
仏
教
僧
の
力
が
皇
帝
た
ち
の
力
を
脅
か
し
た
の
で

あ
る
（
３
）
。
チ
ベ
ッ
ト
で
は
仏
教
僧
は
君
主
を
追
放
し
、
そ
の
位
置
に
自
ら
を
置
く
こ
と
に
成
功
し
た
。 

 

仏
教
とYanism

e
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
対
す
る
、
民
主
主
義
的
、
社
会
主
義
的
、
そ
し
て
禁
欲
主
義
的
な
反

動
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
バ
ラ
モ
ン
教
は
仏
教
が
出
現
し
た
と
き
、
甚
だ
し
く
腐
敗
し
て
い
た
。

仏
教
は
道
徳
的
社
会
的
な
革
新
運
動
で
あ
っ
た
が
、
見
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
仏

教
の
創
始
者
で
あ
っ
た
釈
迦
牟
尼
は
弟
子
た
ち
の
あ
い
だ
に
一
切
の
差
別
を
設
け
な
か
っ
た
。
カ
ー
ス
ト

の
貴
族
体
制
に
対
し
て
彼
は
完
全
平
等
の
民
主
主
義
体
制
を
対
置
し
た
。
仏
陀
と
そ
の
最
初
の
弟
子
た
ち

の
一
部
は
教
え
を
説
き
施
し
物
で
生
き
な
が
ら
国
中
を
ま
わ
っ
た
。
し
か
し
信
者
の
大
部
分
は
森
の
中
や

人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
で
隠
遁
生
活
を
し
て
い
た
。
毎
年
彼
ら
は
師
の
法
話
を
聴
く
た
め
にVishâra

に
集
ま

っ
た
。
「
そ
れ
ゆ
えles Vishâra

は
最
初
一
時
的
滞
在
地
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
…
し
か
し
な
が
ら
、
…
ひ
と

た
び
僧
侶
た
ち
が
共
同
で
住
む
こ
と
の
で
き
る
固
定
的
な
住
居
を
持
つ
よ
う
に
な
る
や
、
彼
ら
を
相
互
に

結
び
つ
け
て
い
た
絆
は
一
層
緊
密
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
敵
対
者
か
ら
の
攻
撃
に
抵
抗
す
る
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。
」
僧
院
が
生
ま
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
差
別
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
生
ま
れ
た
。

僧
侶
た
ち
は
少
し
の
間
規
則
に
従
っ
て
組
織
さ
れ
た

コ
ー
ル

団
体
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
れ
に
加
入
す
る
た
め
に

は
特
別
の
信
任
な
い
し
は
叙
任
が
必
要
で
あ
り
、
あ
る
生
活
体
制
・
方
法
に
従
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

同
じ
規
則
が
尼
僧
に
も
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
苦
行
僧
は
民
衆
に
対
し
て
絶
大
な
る
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
修
道
会
の
下
に
た
だ
の
信
者
が
い
た
。 

（
１
） 

Le Père H
uc

はVoyage dans la Tartarie, 

■
Ⅱ
■, p.103, 112.

に
お
い
て
、
仏
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
の

あ
い
だ
に
存
在
す
る
奇
妙
な
類
似
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
旅
行
の
際
、
あ
る
い
は
寺
院
の
外

で
何
か
儀
式
を
行
な
う
際
に
身
に
つ
け
る
、
上
部
が
渦
巻
状
に
な
っ
た
牧
杖
、
先
の
尖
っ
た
高
僧
帽
、
袖
の
短
か

い
法
衣
、
長
袍
祭
服
あ
る
い
は
大
外
衣
、
二
つ
の
聖
歌
隊
の
応
誦
（
？
）
、
詠
唱
、
祓
魔
式
、
五
連
の
提
香
炉
、
ラ

マ
に
よ
る
授
福
式
、
数
珠
、
僧
侶
の
独
身
生
活
、
求
道
的
隠
居
、
聖
人
崇
拝
、
断
食
、
行
列
式
、
連
祷
、
聖
水
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
仏
教
徒
が
我
々
と
共
有
す
る
類
似
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
衣
裳
は
「
正
確
に

カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
の
衣
裳
で
あ
る
。
」
ラ
マ
教
の
教
主
の
衣
裳
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
法
王
の
衣
裳
と
間
違
う
ほ

（
１
） B

urnouf, op. cit., p.285. 

（
１
）
仏
教
に
つ
い
て
はB

urnouf, Introd. à l’histoire du buddhism
e Indien, Paris, 1844, t. 1

er, p.159

を
、

yanism
e

に
つ
い
て
はB

arth, Les religions de l’Inde, Paris, 1879, p.87

を
、
シ
バ
教
に
つ
い
て
はB

arth, 

op. cit., p.128

を
参
照
。 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
野
心
的
な
法
王
が
望
ん
だ
神
政
政
治
的
支
配
は
チ
ベ
ッ
ト
で
仏
教
僧
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
た
。
福
音
書
の
教
え
か
ら
、
ク
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
信
条
ま
で
の
距
離
は
、
釈
迦

牟
尼
の
教
え
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
マ
教
の
実
践
ま
で
の
距
離
に
等
し
い
。
僧
侶
達
は
豪
華
な
生
活
を
送
り
、

 

仏
教
僧
侶
の
腐
敗
は
、
あ
る
時
期
に
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
の
正
確
な
写
像

で
あ
る
。
最
初
の
時
期
、
出
身
階
級
が
低
く
、
自
己
犠
牲
的
で
全
く
簡
素
な
生
活
を
し
て
い
た
托
鉢
僧
は
、

彼
ら
の
暮
し
ぶ
り
を
世
俗
の
行
動
や
バ
ラ
モ
ン
の
高
位
僧
の
贅
沢
で
腐
敗
し
た
生
活
と
比
較
し
て
い
た
民

衆
の
好
感
を
得
た
。
民
衆
は
仏
教
の
行
者
を
聖
者
と
見
做
す
よ
う
に
な
り
、
以
前
は
バ
ラ
モ
ン
に
与
え
ら

れ
て
い
た
敬
意
と
贈
与
の
大
部
分
を
彼
ら
に
帰
属
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
仏
陀
の
存
命
中
既
に

堕
落
の
兆
候
を
示
し
て
い
た
仏
教
僧
の
生
活
は
仏
陀
の
死
後
急
速
に
頽
廃
し
た
。
死
後
七
日
が
経
過
す
る

か
し
な
い
う
ち
に
「Soubhadra

と
呼
ば
れ
て
い
た
老
僧
が
会
衆
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。『
泣
き
給

う
な
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
禁
欲
者
ゴ
ー
タ
マ
（
ブ
ッ
ダ
）
の
死
は
我
々
に
と
っ
て
は
解
放
で
あ
る
か
ら
だ
。

我
々
は
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
。
彼
は
絶
え
ず
、
こ
れ
は
よ
ろ
し
い
、
あ
れ
は
い
け
な
い
と
言
っ

て
き
た
。
し
か
し
今
や
我
々
は
欲
す
る
と
こ
ろ
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
気
の
向
か
な
い
こ
と
は
差
控

え
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
』
」
仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
そ
の
き
わ
め
て
清
潔
な
品
性
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
聖

職
者
か
ら
信
者
と
寄
付
と
を
奪
っ
た
。
ほ
ど
な
く
彼
ら
の
品
性
は
堕
落
し
、
彼
ら
は
バ
ラ
モ
ン
の
運
命
を

蒙
っ
た
。
攻
守
は
と
こ
ろ
を
換
え
た
。
仏
教
徒
の
急
速
な
腐
敗
に
う
ん
ざ
り
し
た
民
衆
は
再
び
バ
ラ
モ
ン

教
に
向
う
。
バ
ラ
モ
ン
教
は
仏
教
僧
の
恐
る
べ
き
競
争
者
と
な
る
（
２
）
。
仏
陀
の
死
後
催
さ
れ
た
何
回
か
の

会
議
は
何
千
と
な
く
腐
敗
僧
侶
を
追
放
し
た
。
し
か
し
持
続
的
な
形
で
規
律
を
固
め
る
こ
と
に
は
一
度
と

し
て
成
功
し
な
か
っ
た
。
中
国
の
仏
教
僧
で
あ
っ
たH

iouen-Thsang

（
龍
樹
？
）
は
紀
元
六
二
九
年
か

ら
六
四
五
年
に
か
け
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
、
「
こ
の
時
期
に
既
に
イ
ン
ド
仏
教
は
完
全
に
堕
落
し
て
い
る
の

を
見
た
。H

.-Thsang

は
い
く
つ
も
の
場
所
で
見
捨
て
ら
れ
た
僧
院
を
見
た
（
３
）
。
」
実
際
仏
教
僧
の
ま
す

ま
す
ひ
ど
く
な
る
腐
敗
は
最
後
に
は
非
常
に
深
く
イ
ン
ド
民
衆
を
失
望
さ
せ
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
逆
襲
を
も

た
ら
し
た
。
仏
教
は
敗
北
し
、
イ
ン
ド
の
主
要
部
分
か
ら
姿
を
消
し
た
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
類
似

は
こ
こ
で
終
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
と
し
て
は
異
教
に
対
し
て
十
分
決
定
的
に
勝
利
し
た
。
そ
し
て
、

古
典
文
明
の
流
れ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
再
び
盛
ん
に
な
り
、
も
は
や
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
オ
リ
ン
ポ
ス
の
神
々
は
永
遠
に
消
え
去
っ
た
（
４
）
。 

 

仏
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
並
行
的
変
化
以
上
に
参
考
に
な
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
宗
教
は
、

遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
ん
で
お
り
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
何
の
関
係
も
な
い
民
族
に
よ
っ
て
奉

ぜ
ら
れ
た
、
非
常
に
異
な
る
宗
教
な
の
で
あ
る
。 

（
４
） 

R
enan, op. cit., p.110. B

arthélem
y Saint-H

ilaire, op. cit., 

■
Ⅱ
■e partie. 

（
３
） 

B
arthélem

y Saint-H
ilaire, Bouddha, p.273, et p.339. 

（
２
） 

K
ern,  op. cit., 

■
Ⅱ
■, p.225. 

（
１
） 

K
ern,  H

istoire du bouddhism
e dans l’Inde (Revue de l’hist. des relig.), 1882, 

■
Ⅰ
■, p.225. 

（
３
） 

Pautiers, Chine, Paris, 1838, p.326. 

（
２
） 

B
arthélem

y Saint-H
ilaire, Le Bouddha et sa religion, Paris, 1860, p.403. 
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キ
リ
ス
ト
教
の
隠
修
修
道
院
を
我
々
の
観
点
か
ら
研
究
す
る
と
、
あ
る
不
思
議
な
光
景
が
目
に
映
る
。

何
世
紀
も
の
あ
い
だ
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
禁
欲
の
小
エ
リ
ー
ト
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼

ら
は
し
ば
し
ば
、
異
常
に
才
能
に
恵
ま
れ
た
個
人
の
影
響
の
下
に
、
最
高
の
道
徳
水
準
に
到
達
し
よ
う
と

試
み
、
そ
し
て
そ
れ
に
到
達
し
た
後
、
す
ぐ
さ
ま
毎
世
紀
し
ば
し
ば
よ
り
深
刻
で
さ
え
あ
る
■
世
俗
的
■

 

も
し
社
会
主
義
的
宗
教
が
い
つ
の
日
か
い
く
つ
か
の
国
で
支
配
す
る
な
ら
ば
、
多
分
、
そ
れ
が
今
日
宣

言
す
る
と
こ
ろ
の
平
等
原
理
と
そ
れ
が
樹
立
す
る
で
あ
ろ
う
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
の
あ
い
だ
に
同
じ
よ
う
な

距
離
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は

ラ
マ
教
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
長
で
あ
る
。
彼
は
中
国
の
名
目
的
な
主
権
の
下
で
全
チ
ベ
ッ
ト
を
支
配
し
て
い

る
。
彼
の
下
に
、
各
州
を
統
治
す
るLam

as-H
outouktous

が
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
、
聖
職
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ー
の
四
段
階
が
あ
る
。
次
に
男
子
及
び
女
子
の
僧
院
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
異
な
る
僧
院
の
間
お
よ
び

同
一
僧
院
内
部
の
構
成
員
の
間
に
、
い
く
つ
も
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
な
段
階
が
存
在
す
る
。
聖
職
■
階
程

■
の
最
後
の
■
階
程
■
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
平
信
徒
の
信
徒
集
団
お
よ
び
修
道
会
に
非
常
に
よ
く
似
た
団
体

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。 

そ
の
数
は
厖
大
で
あ
る
。
ラ
サ
（
首
都
）
で
は
彼
ら
の
数
は
多
分
一
般
住
民
の
数
よ
り
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
王
で
も
あ
り
神
で
も
あ
る
。
彼
は
絶
対
的
か
つ
無
制
限
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は

臣
下
の
生
活
の
支
配
者
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
土
地
、
動
産
、
不
動
産
の
所
有
者
で
あ
る
。
夫
役
と
課
税
に

よ
り
、
こ
の
巨
大
な
僧
侶
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
長
は
民
衆
を
窮
乏
化
さ
せ
る
。
「

マ
ン
ダ
リ
ン

お
偉
方
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ

る
最
も
頻
繁
な
刑
罰
の
一
つ
は
全
財
産
の
没
収
で
あ
る
。
受
刑
者
は
土
地
と
家
屋
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
テ
ン
ト
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
に
指
定
さ
れ
た
地
域
に
行
っ
て
年
間
少
な
く
と
も
数

回
も
乞
食
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
のtchong-long

と
呼
ば
れ
る
人
々
は
非
常
に
多
数
な
の
で
、
国
家

の
中
の
全
き
一
階
級
を
形
成
す
る
（
１
）
。
」
ラ
マ
自
身
も
商
売
と
金
融
（
高
利
貸
）
に
従
事
し
て
お
り
、
そ

れ
も
国
内
外
に
わ
た
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
僧
院
は
全
く
の
商
業
都
市
に
な
っ
た
（
２
）
。
よ
り
多
数
の
信

者
と
購
買
者
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
、
僧
侶
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
の
娯
楽
、
気
晴
ら
し
を
提
供
し
、
僧
院
で

生
ず
る
乱
れ
に
目
を
閉
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
る
富
は
莫
大
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
僧
侶
た
ち
が
、
仏
陀
の
追
求
し
た
清
貧
の
理
想
、
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
詩
に
よ
っ
て
我
々
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
清
貧
の
思
想
か
ら
如
何
に
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

小
刀
一
つ
、
針
一
本
、
帯
一
本
、 

（
３
）K

ern, op. cit., 1882, 

■
Ⅰ
■, p.69. 

（
２
）J. M

oustier, Les villes de m
arché sur les hauts plateaux asiatiques (Science Sociale, 1899, 6

e 

fasc.). 

（
１
）Reclus, G

éogr. U
niv., A

sie O
rientale, Paris, 1882, p.98. 

こ
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ラ

マ
の
行
政
に
つ
い
て
の
、
多
分
誇
張
さ
れ
た
描
写
を
参
照
。 

托
鉢
僧
に
要
る
も
の
す
べ
て
（
３
）
。 

■ 

 

■ 衣
三
着
と
皿
一
つ
。 

そ
れ
と
濾
過
道
具
。
こ
れ
ら
八
つ
が 
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五
世
紀
に
はZosim

e

が
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
修
道
士
と
呼
ぶ
人
々
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。
「
彼
ら
は
―
と
彼
は
言
う
―
正
式
の
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
差
控
え
る
。
彼
ら
は
町
で
も
村
で
も
、

未
婚
の
男
性
の
共
同
体
を
多
数
形
成
し
、
戦
争
に
も
、
ま
た
共
和
国
の
そ
の
他
の
必
要
に
も
、
何
ら
益
す

る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
の
起
源
か
ら
今
日
ま
で
徐
々
に
勢
力
を
拡
大
し
、
彼
ら
は
土
地
の
大
部
分
を
奪
い

取
り
、
貧
者
に
全
て
を
与
え
る
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
い
わ
ば
全
て
の
人
々
を
貧
困
に
陥
れ
た
。
■
」
（
Ⅴ

■23

）
。
そ
の
や
り
方
は
早
い
時
期
か
ら
人
々
の
財
産
継
承
権
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
１
）
。 

腐
敗
に
陥
る
。
こ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
が
出
現
す
る
日
は
彼
ら
の
堕
落
が
始
ま
る
日
か
ら
あ
ま
り
離
れ
て
い

な
い
。
そ
し
て
エ
リ
ー
ト
が
構
成
さ
れ
る
や
す
ぐ
、
エ
リ
ー
ト
を
本
来
の
姿
に
戻
す
こ
と
が
問
題
に
さ
れ

る
。
こ
れ
は
な
に
も
の
も
停
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
間
断
な
き
運
動
で
あ
る
。
一
五
世
紀
の
前
半
に
、

■Pakòm
e

■
は
ナ
イ
ル
河
流
域
に
修
道
士
的
な
禁
欲
生
活
を
導
入
し
た
。
修
道
院
の
数
は
す
ぐ
非
常
に
多

く
な
っ
た
。
し
か
し
堕
落
は
非
常
に
速
や
か
に
始
っ
た
。
■Pakòm

e

■
は
修
道
士
た
ち
の
素
行
を
元
に
戻

そ
う
と
し
て
彼
ら
に
危
う
く
殺
さ
れ
か
け
た
。
彼
の
後
継
者Schnoudi

も
同
じ
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
、

彼
ら
か
ら
暗
殺
を
企
て
ら
れ
た
（
１
）
。Athanase

（
ア
タ
ナ
シ
ア
ス
？
）
は
ロ
ー
マ
に
修
道
院
制
度
を
導
入

し
た
。
少
し
ず
つ
こ
の
制
度
は
ロ
ー
マ
世
界
全
体
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
し
ば
ら
く
す
る
と
毒
麦

が
良
い
小
麦
の
成
長
を
妨
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
既
に
三
八
五
年
に
ロ
ー
マ
教
皇Sirice

は
教
皇
教
令
を

発
し
、
そ
の
中
で
修
道
士
及
び
修
道
女
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
性
関
係
を
禁
じ
た
（
２
）
。
こ
の
時
点
か
ら
我
々

は
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
の
中
で
、
修
道
会
の
非
常
に
急
速
な
堕
落
腐
敗
に
つ
い
て
の
、
時
に
誇
張
さ

れ
た
証
言
に
絶
え
ず
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
五
世
紀
に
お
い
て
修
道
士
と
い
う
職
業
は
最
も
追
求

さ
れ
る
職
業
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
在
人
々

は
、
奴
隷
身
分
を
免
れ
て
、
あ
る
い
は
元
々
自
由
な
身
分
で
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
主
人
が
そ
の
目
的
で
彼

ら
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
に
仕
え
る
た
め
に
や
っ
て
来
る
。
あ
る
い
は
別
の
場
合
に
は
、
彼
ら

は
農
業
に
、
あ
る
い
は
最
も
低
い
層
の
職
人
、
労
働
者
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
や
っ
て
来
た
の

は
、
神
に
仕
え
る
た
め
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
窮
乏
と
労
苦
の
生
活
か
ら
逃
亡
し
、
衣
食
を
供
さ
れ
、
さ

ら
に
は
、
彼
ら
を
常
に
軽
蔑
し
て
い
た
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
か
、
は
分
ら
な
い
（
３
）
。
」
あ

る
エ
ジ
プ
ト
人
は
ア
セ
ニ
ウ
ス
（A

ssenius

）
に
、
修
道
士
の
生
活
は
牧
人
の
生
活
よ
り
も
好
ま
し
い
と

言
っ
た
（
４
）
。
同
じ
く
今
日
に
お
い
て
も
、
ス
ト
ラ
イ
キ
指
導
者
の
生
活
が
労
働
者
の
生
活
よ
り
も
良
好
で

あ
る
よ
う
な
場
合
は
一
再
な
ら
ず
あ
る
。 

（
１
） 

詩
人R
utilius

は
五
世
紀
末
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。 

Processu pelagi jam
 se C

apraria tollit. 

Squallet lucifugis insula plena viris. 

Ipsi se m
onachos G

raio cognom
ine dicunt, 

（
４
） Tillem

., M
ém

. ecclés., t. 

■
Ⅹ
Ⅳ
■, p.679. 

（
３
） Saint A

ugustin, D
e oper. M

onach., cap.22. 

（
２
） C

. 3, 4, D
. lxxxii; cité par. L. B

ocquet, Etude sur le célibat ecclésiastique, etc., Paris, 1894, 
p.102-3. 

（
１
） A

m
elineau, Le christianism

e chez les Coptes (Revue de l’hist. des relig., 1886., 
■
Ⅱ
■, 

p.330-1); P. Ladeuze, Etudes sur le cénobitism
e 

■pakom
ien

■, etc., Paris, 1898, 2
e partie. 
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い
く
つ
も
の
点
で
現
代
の
倫
理
的
禁
欲
主
義
と
似
て
お
り
、
ま
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
考
え
方
と
特
に
似
て

い
る
例
の
カ
タ
リ
派
の
異
端
が
出
現
し
た
の
は
一
一
世
紀
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
深
刻
な
堕
落
の
真
只
中

に
お
い
て
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
哲
学
者
の
は
る
か
以
前
に
カ
タ
リ
派
は
、
人
は
悪
に
抵
抗
す
べ
か
ら
ず
と

教
え
て
い
た
（
１
）
。
彼
ら
は
何
物
も
所
有
し
て
は
な
ら
ず
、
施
し
物
も
受
け
て
は
な
ら
ず
、
全
て
を
共
有
し
、

自
ら
の
手
で
労
働
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
節
食
し
、
動
物
の
肉
を
食
べ
ず
、
そ
し

て
あ
ら
ゆ
る
性
的
交
渉
を
禁
じ
た
（
２
）
。
し
か
し
全
て
の
人
が
こ
の
戒
律
を
厳
密
に
守
る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
。
戒
律
は
カ
タ
リ
派
の
一
階
級
す
な
わ
ち
完
徳
者
に
と
っ
て
の
み
義
務
的
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の

階
級
、
い
わ
ゆ
る
信
者
の
方
は
よ
り
大
き
な
自
由
を
享
受
し
て
い
た
。
も
し
カ
タ
リ
派
が
勝
利
し
、
勝
利

の
後
も
そ
の
原
理
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
が
文
明
を
相
当
程
度
後
退
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
疑
い
な
い
（
３
）
。
こ
れ
の
方
が
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
彼
ら
が
勝
利
の
後
そ
の
他
類

似
の
宗
派
す
べ
て
の
例
に
倣
っ
て
原
理
を
修
正
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
が
仏
教
国
チ
ベ
ッ

ト
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
が
危
険
を
予
防
し
た
。
ロ
ー
マ
の
政
治
は
つ
ね
に
、
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
行
き
す
ぎ
を
避
け
る
こ
と
、
動
き
を
と
に
か
く
も
堰
止
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合

に
は
方
向
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
右
の
二
つ
の
場
合
、
そ
れ
か
ら
結
果
し
う
る
社
会
に
と
っ
て
の

悪
は
回
避
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
士
は
カ
タ
リ
派
に
似
た
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
（
４
）
。
ロ

ー
マ
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
を
同
化
吸
収
し
、
カ
タ
リ
派
を
武
力
で
も
っ
て
破
壊
し
た
（
５
）
。 

 

今
日
人
々
が
熱
烈
で
誠
実
な
信
仰
を
称
讃
す
る
中
世
と
い
う
時
代
は
同
時
に
聖
職
者
の
腐
敗
の
時
代
で

も
あ
っ
た
（
１
）
。
今
日
と
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
人
は
過
去
の
徳
を
ほ
め
そ
や
し
、
そ
れ

を
現
在
の
腐
敗
に
対
置
す
る
。 

（
１
） 

M
oneta, Adversus Catharos, 

R
om

e, 
1743, 

p.513: 

《Isti 
etiam

 
haeretici 

om
ne 

bellum
 

detestantur tam
quam

 illicitum
, dicentes quod non sit licitum

 se defendere

》; p.515: 

（
１
）
別
の
点
で
も
こ
の
時
代
は
ま
ち
が
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。Felice Tocco

氏
はL’eresia nel m

edio evo, p.1

で
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
称
讃
者
も
反
対
者
も
共
に
誤
っ
て
融
和
と
平
和
の
時
代
と
し
て

語
る
と
こ
ろ
の
中
世
と
い
う
時
代
は
、
我
々
の
時
代
に
劣
ら
ず
深
刻
で
苦
痛
の
多
い
病
を
患
っ
て
い
た
。
一
方
に
よ

れ
ば
偉
大
な
傑
作
を
生
み
出
し
、
他
方
に
よ
れ
ば
衰
弱
と
倦
怠
を
生
み
出
し
た
、
精
神
の
こ
の
よ
う
な
統
一
性
は
つ

ね
に
願
望
さ
れ
て
は
い
た
が
、
獲
得
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。C

harlem
agne

か
らC

harles de 

■B
ohèm

e

■
に
至
る
諸
世
紀
を
含
む
三
つ
の
時
代
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
我
々
は
こ
の
よ
う
な
精
神
の
統
一
性
を
確
認
で
き
な

い
。
」 

    

Q
uod soli nullo vivere teste volunt. 

M
unera fortunae m

etuunt, dum
 dam

na varentur: 

Q
uisquam

 sponte m
iser, ne m

iser esse queat? 

(G
regorovius, H

ist. de Rom
e, en allem

., 1859, 

■
Ⅱ
■, 18) 

に
お
け
る
引
用
。
（
海
を
進
ん
で
ゆ
く
と
カ

パ
ラ
イ
ア
と
い
う
島
が
現
わ
れ
る
。
そ
こ
は
、
光
を
避
け
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
モ
ナ
コ
ス
、
修
道
士
と
呼
ば
れ
る
人
々

で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
そ
う
呼
ば
れ
る
の
は
彼
ら
が
離
れ
て
生
活
し
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
は
運
命
の
恵
み
を
疑
い
、
他
方
で
は
運
命
の
苛
酷
さ
を
恐
れ
て
い
る
。
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
て
不
幸
に
な

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
） 
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（
４
） 
P. Sabatier, Vie de saint François d’Assise, p.116 :

「
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
非
常
に
深
い
と
こ
ろ
で
の
非
教

会
的
創
造
物
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
教
会
的
な
一
制
度
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
に
聖
職
権

主
義
的
な
一
制
度
に
変
質
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
」
こ
れ
は
あ
り
う
る
悪
の
う
ち
で
最
小
の
も
の
で
あ
っ
た
。
尤

（
３
） 

こ
れ
もF. Tocco, loc. cit., p.126

に
お
け
る
見
解
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
禁
欲
主
義
よ
り
も
厳
し

い
カ
タ
リ
派
の
禁
欲
主
義
が
、
学
問
、
芸
術
、
商
業
の
復
興
に
障
害
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
も
し

こ
れ
が
勝
利
し
て
い
た
な
ら
ば
、
既
に
中
世
に
お
い
て
始
っ
て
い
た
文
芸
復
興
の
多
く
を
遅
滞
さ
せ
た
で
あ
ろ

う
。
」
■
改
行
■H

. C
h. Lea

は
、H

ist. de l’Inquis., tr. fr., 

■
Ⅰ
■, p.120

で
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て
い

る
。
「
か
く
し
て
、
こ
の
信
仰
が
多
数
の
信
者
を
獲
得
し
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
原
始
時
代

の
野
蛮
に
戻
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
一
二
一
頁
）。
…
さ
ら
に
、
（
カ
タ
リ
教
か
ら
は
）
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
に

劣
ら
ぬ
特
権
を
も
っ
た
一
聖
職
者
階
級
が
出
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
聖
職
者
階
級
は
ま
も
な
く
、

人
間
的
野
心
の
腐
敗
作
用
を
深
く
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
ピ
ア
グ
ノ
ー
ニ
派
が

現
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
同
じ
よ
う
な
病
的
で
厳
格
な
禁
欲
主
義
を
も
ち
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
（Savonarole

）
の

指
導
の
も
と
に
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
政
府
を
奪
取
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
の
支
配
は
専
制
的
で
反
動
的
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
知
的
生
活
、
抑
制
的
で
さ
え
あ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
に
反
対
し
た
。
ピ
ア
グ
ノ
ー
ニ
派
は
遂
に

は
、
彼
ら
が
道
徳
と
宗
教
に
と
っ
て
危
険
と
信
じ
た
す
べ
て
の
対
象
を
公
然
と
破
壊
す
る
に
至
っ
た
。
民
衆
は
全

く
こ
れ
に
う
ん
ざ
り
し
、
反
逆
し
、
彼
ら
を
権
力
か
ら
追
放
し
、
教
皇
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
焼
き
殺
す
の
を
許

し
た
（Villari, Savonarola, 1887, passim

; id., N
. M

achiavelli, 

■
Ⅰ
■, p.287-301.

）。 

（
２
） 

Lettre de E
verninus à saint B

ernard ( op. S. Bern., éd. M
abillon, p.1487):

《D
icunt qui se 

tantum
 E

cclesiam
 esse, et apostolicae vitae veri sectatores perm

anent, ea quae m
undi sunt 

non quaerentes, nec dom
um

, nec agros, nec aliquid non possidentes, sicut C
hristus non 

possedit.

》M
oneta, 

op. 
cit., 

p.451:
《E

t 
de 

elem
osynis 

quaerere 
victum

 
et 

vestitum
 

blasphaem
ant…

 O
bjiciunt etiam

 illud.
》 M

atth., 

■
Ⅵ
■, 25 :

《N
e soliciti sitis anim

ae vestrae 

quid m
anducetis, etc.

》《Si enim
 quaerim

us quotidie, inde soliciti sum
us

》, p.453 : objiciunt 

etiam
 et dicunt quod contra verba A

postoli venim
us, quia non laboram

us m
anibus nostris

》; 

p.315 :

《H
aeretici…

 credunt corpus m
aris et foem

inae a diabolo fuisse factum
. M

atrim
onium

 

carnale fuit sem
per m

ortale peccatum
.

》(C
ités par Tocco. op. cit., p.88 et 90.)

（
彼
ら
は
自
分
た
ち

だ
け
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
真
の
使
徒
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
に
忠
実
で
あ
り
、
こ
の
世
か
ら
何
も
要
求
せ
ず
、

家
も
持
た
ず
、
土
地
も
持
た
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
何
も
持
っ
て
い
な
い
と
言
う
。
…
彼
ら
は
施
し

物
で
衣
食
を
ま
か
な
う
資
格
を
自
分
た
ち
は
も
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
次
のM

atth., 

■
Ⅵ
■, 25

を
引
用
す
る
。
「
何
を
食
せ
ん
と
て
心
を
悩
ま
す
こ
と
な
か
れ
…
」
そ
し
て
我
々
が
彼
ら
に
、
我
々
は
日
々
何
に
従

事
す
べ
き
か
と
た
ず
ね
る
と
、
我
々
は
使
徒
た
ち
の
教
え
に
従
っ
て
い
な
い
、
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
労
働

し
な
い
か
ら
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
異
端
派
は
男
の
身
体
も
女
の
身
体
も
悪
魔
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
信

じ
て
い
る
。
性
的
関
係
は
つ
ね
に
死
に
値
す
る
罪
で
あ
っ
た
。
） 

《O
bjiciunt etiam

 illud M
atth., v, 38.

《A
udistis quia dictum

 est oculum
 pro oculo et dentem

 

per dente. Ego autem
 dico vobis: non resistere m

alo

》; p.507:

《et illud

》 M
atth. 

■v

■, 44:
《B

enefacite his qui oderunt vobis

》. C
ité par Tocco, op. cit., p.88-89. 

（
こ
の
異
端
派
は
戦
い
を
嫌

悪
す
る
。
何
故
な
ら
自
ら
を
防
衛
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
彼
ら
はM

atth, 

■v

■, 38

を
引
用
す
る
。
「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
、
と
言
わ
れ
る
の
を
汝
ら
は
聞
け
り
。
さ
れ
ど
我
汝
ら
に
言
う
。
悪

に
対
し
て
抵
抗
す
る
な
か
れ
、
と
。
」
さ
ら
に
彼
ら
は
、M

atth. 

■
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
■, 7:

「
彼
は
殺
人
を
罰
す
る
」
お
よ

びM
atth. 

■v

■, 44 :
「
汝
ら
を
憎
ん
だ
者
た
ち
に
善
を
な
せ
」
を
引
用
す
る
。
） 

136



 

托
鉢
修
道
会
の
腐
敗
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
誕
生
と
同
時
に
発
生
し
た
。
こ
の
こ
と
を
早
く
か
ら
、
そ
し
て

生
涯
に
わ
た
っ
て
嘆
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
そ
の
遺
言
の
な
か
で
弟
子
た
ち
の
品
性
素

行
の
弛
緩
を
非
難
し
て
い
る
。
ダ
ン
テ
は
そ
の
『
天
国
篇
』
の
中
で
、
聖
ト
マ
ス
に
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
士

を
非
難
さ
せ
、
ま
たB

onaventure

に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
士
を
非
難
さ
せ
て
い
る
（
１
）
。
悪
は
次
第

に
増
大
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
最
大
の
悪
弊
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 

教
会
と
闘
う
こ
と
を
欲
し
た
エ
リ
ー
ト
も
、
教
会
を
つ
く
り
直
そ
う
と
試
み
た
エ
リ
ー
ト
も
と
も
に
庶

民
階
級
か
ら
出
現
し
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ラ
ノ
で
は
、Les Patarins

は
最
初
ロ
ー

マ
を
味
方
と
し
、
最
後
に
は
ロ
ー
マ
を
敵
と
し
た
。
ミ
ラ
ノ
の
高
位
聖
職
者
は
頽
廃
し
て
お
り
、
ロ
ー
マ

か
ら
独
立
し
た
い
と
い
う
か
す
か
な
望
み
を
も
っ
て
い
た
。Les Patarins

は
そ
の
起
源
を
下
位
聖
職
者
と

民
衆
と
の
提
携
に
も
っ
て
お
り
、
高
位
聖
職
者
の
品
性
素
行
を
つ
く
り
直
し
、
彼
ら
の
権
力
と
富
を
減
ら

す
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
彼
らles Patarins
は
大
聖
堂
の
大
司
教
を
武
器
を
手
に
追
放
し
、
教
皇
ス
テ
フ

ァ
ヌ
ス
九
世
は
こ
の
攻
撃
の
張
本
人
た
ち
を
庇
護
下
に
置
い
た
。
教
皇
た
ち
は
一
定
期
間les Patarins

を

保
護
し
つ
づ
け
た
。
し
か
し
や
が
て
教
皇
た
ち
は
、les Patarins 

が
余
り
に
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
を
望

ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
彼
ら
を
有
罪
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。Les Patarins

の
影
響
は
結
果
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
場
所
で
司
教
の
権
力
を

コ
ミ
ュ
ヌ

市

に
移
行
さ
せ
（
１
）
、
彼
ら
の
異
端
的
思
想
は
教
皇A

drien

四
世
に

よ
っ
て
焼
き
殺
さ
れ
たA

rnaud de B
rescia

に
霊
感
を
与
え
た
。 

（
１
） 

Paradis, 

■
Ⅹ
Ⅰ
■ et 

■
Ⅹ
Ⅱ
■.

―P. Sabatier, Vie de saint François d’Assise, Paris, 1889, 
p.325.

「
最
初
の
数
年
間
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
士
は
召
使
い
と
し
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
糧
を
得
る
と
い

う
習
慣
を
も
っ
て
い
た
。
何
人
か
は
そ
れ
を
続
け
た
が
、
そ
れ
は
少
数
で
あ
っ
た
。
彼
ら
も
少
し
ず
つ
変
っ
て
い

っ
た
。
仕
え
る
と
い
う
口
実
の
下
に
修
道
士
た
ち
は
高
位
聖
職
者
の
あ
い
だ
に
入
っ
て
行
き
、
彼
ら
の
信
用
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
一
二
二
一
年
の
規
則
が
言
う
よ
う
に
、
彼
ら
は
全
て
の
人
間
に
従
順
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

全
て
の
人
間
の
上
に
い
た
。
」 

（
１
） 

こ
れ
は
最
も
特
徴
的
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。
一
一
世
紀
前
半C

rém
one

に
、
あ
る
修
道
院
、
す
な
わ
ち
サ
ン
・
ロ

ー
ラ
ン
の
修
道
院
が
あ
っ
た
が
、Patarins

の
思
想
に
全
く
病
み
つ
き
に
な
っ
て
い
た
そ
こ
の
修
道
士
は
す
べ
て

ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
味
方
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
は
、
伯
爵
司
教
（le com

te-

■éveque
■?

）
に
対
す
る
一
世
紀

間
の
熾
烈
な
闘
い
の
最
中
で
あ
っ
た
。
司
教
は
修
道
士
た
ち
の
猛
烈
な
敵
で
あ
り
、
一
度
（
一
〇
二
四
年
？
）
彼

ら
を
厳
し
く
罰
し
よ
う
と
し
て
民
衆
の
反
逆
を
呼
び
起
こ
し
た
。
《C

om
perim

us quod C
rem

onenses 

cives…
 contra Landulphum

 ejusdem
 sedis episcopum

 eorum
 spiritualem

 patronum
 et 

dom
inum

 ita conspirassent ac conjurassent ut eum
…

 de civitate ejecissent et bonis suis 

expoliassent.

》(Codice Sicardo de la B
ibliothèque M

unicipale de C
rém

one, 35.) 

も
っ
と
後
に
な

っ
て
司
教
は
町
に
戻
っ
た
が
、
彼
は
も
は
や
伯
爵
で
は
な
か
っ
た
。
権
力
は
民
衆
の
手
に
移
っ
て
お
り
、
彼
ら
は

幾
世
紀
も
の
あ
い
だ
権
力
を
手
放
さ
ず
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

（
５
） 

カ
タ
リ
派
は
治
療
し
た
方
が
よ
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
人
々
は
心
の
病
気
に
つ
い
て
い
か

な
る
観
念
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

    

も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
団
体
の
経
済
生
活
に
対
し
て
関
心
を
払
う
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
人
物
で
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
。 
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現
代
の
社
会
主
義
政
党
は
他
の
宗
教
の
信
者
の
う
ち
に
恐
る
べ
き
競
争
者
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

社
会
主
義
政
党
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
彼
ら
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て

社
会
主
義
政
党
は
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
中
世
の
宗
教
裁
判
の
行
き
過
ぎ
に
つ
い
て
責
任
あ
る
も
の
と
し

よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
次
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
現
代
の
社
会
主
義
者
た

ち
が
仮
に
中
世
時
代
に
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
多
分
宗
教
裁
判
の
味
方
の
う
ち
に
場
を
占
め
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
宗
教
裁
判
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
質
的
に
民
主
主
義
的
な
制
度
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
托
鉢
修
道
会
を
民
衆
の
あ
い
だ
か
ら
つ
く
り
出
し
、
富
者
や
権
力
者
の
上
に
ま
で
昇
ら

せ
た
の
で
あ
る
。
結
局
宗
教
裁
判
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
と
り
わ
け
金
持
ち
で
あ
っ
た
。

今
日
、
法
律
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
や
り
方
で
金
持
ち
を
収
奪
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い

 

宗
教
裁
判
の
残
虐
さ
が
他
の
す
べ
て
の
刑
法
の
残
虐
さ
と
調
和
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
少
し
も
な

い
こ
と
は
ず
っ
と
昔
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
て
厳
重
な
取
締
ま
り
を
迫

っ
た
の
は
し
ば
し
ば
民
衆
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
異
端
に
対
す
る
迫
害
の
初
期
に
お
い
て
は
、
異
端
を
救

済
し
た
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
る
よ
う
な
場
合
も
存
在
し
た
（
１
）
。
中
世
に
お
い
て
は
多
く
の
国
で
民

衆
は
宗
教
裁
判
に
賛
成
し
て
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
民
衆
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
つ
ね
に
一
致
し
て
い
た
。

シ
ャ
ル
ル
三
世
が
宗
教
裁
判
の
権
力
を
制
限
し
た
の
は
民
衆
の
感
情
に
反
し
て
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ル
ル
四

世
が
宗
教
裁
判
に
全
面
的
な
行
動
の
自
由
を
与
え
た
の
は
民
衆
の
感
情
を
助
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
道
士
お
よ
び
聖
職
者
の
素
行
が
一
般
に
腐

敗
す
る
と
き
、
そ
れ
は
単
に
そ
の
時
代
の
俗
人
の
素
行
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
俗
人
の
素
行
は
き
わ
め
て
粗
野
な
も
の
で
あ
っ
た
。
人
口
の
あ
る
部
分
の
道
徳
に
つ
い
て
判
断

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
一
般
的
道
徳
水
準
を
考
慮
に
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
重
大
な
誤
謬
に
陥
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。 

 

聖
職
者
の
こ
の
よ
う
な
堕
落
が
非
常
に
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
隠
修

修
道
会
の
富
に
対
す
る
貪
欲
と
放
蕩
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
を
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。

非
常
に
し
ば
し
ば
、
大
き
な
誇
張
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
家
は
お
の
ず
か
ら
、
彼
ら
が
矯
正

し
よ
う
と
欲
す
る
素
行
を
鮮
烈
な
色
彩
の
も
と
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
他
方
聖
職
者
に
対
す
る
敵
対
者

は
彼
ら
を
い
や
ら
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
結
果
、
敵
も
味
方
も
悪
を
誇
張
す
る
こ
と
に
な

る
（
１
）
。 

（
１
）H

. C
h. Lea, op. cit., 

■
Ⅰ
■, p.247.

「
一
一
四
四
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
教
会
は
、
敗
北
し
断
罪

さ
れ
て
い
た
カ
タ
リ
派
の
大
部
分
を
、
彼
ら
を
焼
き
殺
そ
う
と
し
て
い
た
狂
乱
の
群
衆
の
手
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と

に
、
神
の
恩
籠
に
よ
っ
て
成
功
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
こ
の
よ
う
に
救
済
し
た
人
々
は
町

の
修
道
院
に
住
ま
わ
せ
ら
れ
、
意
見
を
聴
か
れ
た
教
皇Lucius

二
世
の
決
定
を
待
っ
た
。
」 

（
１
） 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
悪
の
存
在
は
、M

ontalem
bert

やJean Janssen

と
い
っ
た
信
用
で
き
る
多
く
の
著
者

た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
否
認
で
き
な
い
非
常
に
多
数
の
文
書
が
存
在
す
る
。 
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博
物
学
者
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
エ
ッ
セ
ネ
派
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
既
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
「
孤
立
し
、
何
に
も
ま
し
て
独
特
な
民
で
あ
り
、
女
性
も
愛
も
貨
幣
も
な
く
、
や
し
の
木

の
群
居
の
中
で
生
き
る
民
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
々
新
た
な
住
人
の
流
入
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
。
そ

 

修
道
会
の
こ
う
し
た

組
織

オ
ル
ガ
ニ
ス
ム

は
す
べ
て
、
経
済
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
生
活
し
て
い
る
社
会
の

寄
生
者
と
見
做
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
場
合
に
は
事
情
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
全
体

と
し
て
見
れ
ば
、
修
道
会
組
織
は
、
そ
れ
が
生
き
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
社
会
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
、
消
滅

す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

「
規
則
的
か
つ
持
続
的
な
政
策
と
し
て
の
迫
害
が
―
とC

h. Lea(

■
Ⅰ
■, p.596)

は
言
う
―
本
質
的
に

没
収
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
反
論
し
が
た
い
。
利
益
が
出
な
く
な
る
や
み
じ
め
に
衰
弱
す
る
、
信
仰
へ

の
麗
し
い
情
熱
に
対
し
て
養
分
を
供
給
し
た
の
は
た
だ
没
収
の
み
で
あ
っ
た
。
カ
タ
リ
ズ
ム
がB

ernard 
G

ui

の
攻
撃
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
き
、
宗
教
裁
判
の
衰
弱
が
始
ま
り
、
た
だ
目
立
つ
だ
け
に
な
っ
た
。
別

の
異
端
、
精
神
主
義
的
で
、dulcinistes

でfraticelles

な
異
端
は
托
鉢
修
道
士
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
財

産
を
嫌
っ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ル
ド
派
は
貧
乏
な
小
作
あ
る
い
は
司
祭
で
あ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
魔
法
使
い
か
高

利
貸
が
ほ
ん
の
と
き
た
ま
獲
物
を
提
供
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
１
）
。
」
富
に
対
す
る
軽
蔑
と
財
の
共
有
に
始

ま
り
、
最
も
破
廉
恥
な
収
奪
に
終
る
修
道
会
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
は

あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
他
方
、
こ
う
し
た
貪
欲
は
非
常
に
誠
実
な
宗
教
的
狂
信
、
現
代
の

我
々
に
観
察
す
べ
く
与
え
ら
れ
て
い
る
別
の
も
の
に
類
似
し
た
狂
信
と
、
完
璧
に
調
和
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。 

る
。
当
時
は
罰
金
と
没
収
に
よ
っ
て
金
持
ち
を
収
奪
し
た
。
金
持
ち
は
今
日
で
は
反
連
帯
の
か
ど
で
有
罪

で
あ
る
。
当
時
で
あ
れ
ば
異
端
の
か
ど
で
有
罪
で
あ
る
。 

（
１
） 

異
端
審
問
官
は
、
た
だ
理
論
に
お
い
て
の
み
富
を
軽
蔑
し
て
い
た
。Giovanni Villani (Storie, 

■
Ⅹ
Ⅱ
■, 57)

は
、
一
三
四
五
年
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、
あ
る
異
端
審
問
官
に
よ
る
異
端
を
口
実
と
し
て
の
過
度
で
不
当
な
収
奪
の

結
果
起
き
た
暴
動
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
が
つ
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
教
皇

の
と
こ
ろ
に
派
遣
さ
れ
た
自
由
都
市
の
代
表
国
は
「
異
端
審
問
官
が
異
端
の
口
実
の
も
と
に
二
年
間
に
犯
し
た
あ

ら
ゆ
る
詐
欺
を
証
明
す
る
文
書
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
異
端
審
問
官
は
何
人
も
の
市
民
か
ら
七
千
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

金
貨
を
せ
し
め
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
異
端
者
が
多
数
存
在
し
た
と
考
え
る
に
は
及

ば
な
い
。
逆
に
異
端
者
は
い
る
に
は
い
た
が
、
最
も
少
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
異
端
審
問
官
は
、
冒
涜
的
言
辞
あ

る
い
は
『
高
利
は
霊
魂
の
死
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
大
罪
で
は
な
い
』
と
い
っ
た
種
類
の
言
辞
か
ら
い
ち
い
ち
金
を

せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
異
端
と
さ
れ
た
犯
罪
者
の
財
産
に
従
っ
て
多
少
と
も
大
金
を
支
払

う
よ
う
に
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
中
で
あ
る
種
の
タ
イ
プ
の
人
物
を
描
く
こ
と
に
熟
達
し
て
い
た

ボ
ッ
カ
チ
オ
は
似
た
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
金
は
持
っ
て
い
た
が
頭
が
足
り
な
か
っ
た
一
人
の
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
が
冗
談
で
、
イ
エ
ス
様
で
も
飲
ん
だ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
極
上
の
ワ
イ
ン
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
た
。

異
端
審
問
官
は
彼
を
異
端
の
廉
で
断
罪
し
た
。
『
結
局
異
端
審
問
官
は
彼
に
非
常
な
恐
怖
を
与
え
、
そ
の
結
果
こ
の

正
直
な
男
は
第
三
者
を
介
し
て
莫
大
な
量
の
銀
貨
を
こ
の
異
端
審
問
官
に
届
く
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
異
端
審
問

官
が
彼
に
哀
れ
み
を
た
れ
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
修
道
士
た
ち
、
特
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
の
修
道

士
た
ち
の
吝
嗇
を
治
療
す
る
の
に
非
常
に
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
。
』（
■I

■, 6.

）」 
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し
て
民
衆
の
な
か
に
は
、
生
活
に
疲
れ
て
、
運
命
の
波
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
生
活
様
式
を
採
用
す
る
気

に
な
る
人
間
が
必
ず
い
た
。
か
く
し
て
数
千
世
紀
も
の
間
（
マ
マ
）、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
出
生
者

が
一
人
も
い
な
い
民
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
民
衆
に
と
っ
て
は
、
過
去
に
お
け
る
彼
ら

の
別
の
生
活
の
悔
恨
が
多
く
の
も
の
を
産
み
出
す
の
で
あ
る
（
１
）
。
」 

 

（
１
）H

ist. nat., 

■
Ⅴ
■, 
■
Ⅹ
Ⅴ
（
Ⅹ
Ⅴ
Ⅴ
）
■; traduction Littré. 

  

聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
仲
間
た
ち
は
全
く
何
も
所
有
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
々
は
ま
だ
食
べ
ず

に
生
き
る
手
段
を
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
に
食
糧
を
供
給
す
る
人
間
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
も
し
こ
の
よ
う
な
人
間
が
い
な
く
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
立
派
な
僧
侶
を
模
倣

し
よ
う
と
望
み
で
も
し
た
ら
、
食
糧
は
誰
も
生
産
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
仲
間
全
体
が
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、 

 

「
初
期
の

フ
レ
ー
ル

修
道
士
た
ち
は
―
とP. Sabatier

は
述
べ
て
い
る
（
八
七
‐
八
八
頁
）
―
、
彼
ら
が
非
常
な

喜
び
と
共
に
参
加
し
た
貧
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
て
い
た
。
…
彼
ら
は
出
掛
け
る
と
し
て
も
、
貧

し
い
小
教
会
堂
の
周
辺
に
い
る
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
生
活
は
、
今
日
癩
病
者
の
救
護
所
や

教
会
の
上
り
口
で
寝
て
、
気
ま
ぐ
れ
に
あ
ち
こ
ち
歩
き
ま
わ
るO

m
brie

の
乞
食
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
」

我
々
の
著
者
は
こ
の
よ
う
な
生
活
を
非
常
に
推
奨
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
な
い
人
間
を
非
難
す
る
。

「
フ
レ
ー
ル

修
道
士
た
ち
が
ア
ッ
シ
ジ
に
登
り
、
門
か
ら
門
へ
と
乞
食
し
た
と
き
、
多
く
の
人
々
が
、
彼
ら
は
財
産

を
失
い
、
そ
の
後
は
他
人
の
財
産
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
非
難
し
、
与
え
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。

何
度
と
な
く
彼
ら
は
、
よ
う
や
く
餓
死
し
な
い
だ
け
の
も
の
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
経
験
を
し
た
」

（
九
一
頁
）
。
し
か
し
、
も
し
す
べ
て
の
人
間
が
こ
の
よ
う
に
自
分
の
財
産
を
蕩
尽
し
、
施
し
物
を
要
求
し

た
な
ら
ば
、
誰
が
そ
の
施
し
物
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
学
的
に
言
う
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
修
道
士

が
寄
生
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
こ
の
よ
う
な
生
活
の
仕
方
の
正
当
化
は
、
我
々
の
著
者
は

そ
れ
を
「
反
駁
の
余
地
な
き
」
も
の
と
判
断
し
て
は
い
る
が
、
取
る
に
足
り
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ア
ッ
シ
ジ

の
司
教
は
あ
る
日
フ
ラ
ン
ソ
ワ
に
言
っ
た
。
「
何
も
所
有
せ
ず
に
生
き
る
と
い
う
貴
方
の
や
り
方
は
私
に

は
非
常
に
堪
え
難
く
苦
痛
の
多
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。」
―
「
閣
下
、
―
と
彼
は
答
え
た
―
も
し
我
々
が
財

産
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
我
々
は
防
衛
の
た
め
に
武
器
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
に
は
反
目
と
訴
訟
の
発
生
源
が
存
在
し
、
神
と
隣
人
に
対
す
る
愛
は
普
通
数
多
く
の

障
害
に
遭
遇
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
我
々
が
物
質
的
な
富
を
持
つ
こ
と
を
欲
し
な
い

理
由
で
あ
り
ま
す
」
（
九
一
頁
）
。
司
教
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
あ
な
た

が
財
産
な
し
に
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
の
人
間
が
財
産
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
あ
な
た
に
そ
れ
を
分
け
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
は
反
目

や
訴
訟
を
他
の
人
間
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
避
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
は
別
に
慈
悲

深
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
。 

 

し
か
し
、
有
益
な
労
働
に
従
事
し
た
修
道
会
も
存
在
す
る
。
小
さ
な

ソ
シ
エ
テ

人
間
集
団
が
、
そ
れ
が
生
活
し
て

い
る

ソ
シ
エ
テ

社
会
か
ら
独
立
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
存
在

し
な
い
。
諸
事
実
は
し
か
し
な
が
ら
一
般
に
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
抵
の
場
合
修
道
院

の
修
道
士
は
非
常
に
単
純
な
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。
時
に
は
修
道
士
た
ち
も
非
常
に
難
し
い
作
業
に
従

事
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
集
団
に
と
っ
て
は
効
用
の
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

彼
ら
は
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
何
も
産
み
出
さ
な
い
。
既
に
五
世
紀
に
は
我
々
は
、
「
土
を
ほ
り
返
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独
身
制
を
奉
ず
る

コ
ミ
ュ
ノ
テ

共
住
修
道
院
は
す
べ
て
、
子
供
を
養
育
す
る
た
め
の
出
費
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
た
め
の
出
費
は
相
当
な
重
み
を
も
ち
、
自
ら
を
維
持
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
進
歩
し
て
い
る
人
間
社

会
は
す
べ
て
そ
の
資
源
の
う
ち
の
顕
著
な
部
分
を
そ
れ
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
身
者
の
共
産
主

義
的
団
体
が
獲
得
す
る
経
済
的
成
果
を
、
我
々
の
社
会
が
獲
得
す
る
経
済
的
成
果
と
比
較
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
身
者
の
共
産
主
義
的
団
体
の
い

く
つ
か
は
外
部
の
他
人
の
子
供
を
養
育
す
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
負
担
を
少
々
増
大
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
団
体
が
解
決
し
え
て
い
な
い
き
わ
め
て
重
大
な
一
問
題
は
人
間
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
。

我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
は
自
動
的
に
行
な
わ
れ
る
。
自
由
競
争
は
、
一
定
の
役
割
を
果
す
能
力
の

な
い
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
抜
さ
れ
る
者
を
指
定
す
る
。
し
か
し
競
争
が
存
在
し
な
い
と
こ

ろ
で
は
こ
の
選
択
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
別
の
方
法
に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
は

し
、
樹
木
を
伐
り
、
ナ
イ
ル
河
で
漁
を
し
、
山
羊
の
乳
を
し
ぼ
り
、
な
つ
め
や
し
の
実
を
拾
い
集
め
、
ご

ざ
を
編
む
」
こ
と
に
専
念
す
る
テ
バ
イ
デ
（
訳
注 : 

初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
隠
栖
し
た
エ
ジ
プ
ト
南
部
の

土
地
）
の
共
住
修
道
士
を
見
出
す
（
１
）
。
さ
ら
に
彼
ら
は
織
物
職
人
で
あ
り
、
大
工
で
あ
り
、
皮
な
め
し
工

で
あ
り
、
仕
立
て
職
人
で
あ
り
、
縮
絨
工
で
あ
っ
た
。
中
世
全
体
を
通
じ
て
修
道
士
の
農
作
業
に
つ
い
て

の
証
言
は
無
数
に
あ
る
。
彼
ら
は
広
大
な
森
林
を
開
墾
し
た
。
彼
ら
は
沼
沢
地
帯
な
ど
を
乾
燥
さ
せ
、
耕

作
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
我
々
は
単
に
農
耕
者
を
見
出
す
の
み
で
は
な
い
。
イ
オ
ナ
島
（Jona

）

(J.-C
olm

-kill, A
ngleterre)

の
修
道
士
は
水
夫
で
も
あ
っ
た
（
２
）（
五
世
紀
）
。
同
じ
くC

uthbert

の
弟
子

で
も
あ
っ
た
（
七
世
紀
）
。
イ
オ
ナ
島
に
は
大
き
な
写
字
施
設
が
あ
り
、
カ
ラ
ブ
ル
（C

alabre

）
に
は
さ

ら
に
絵
画
と
稠
密
画
の
実
験
室
ま
で
あ
っ
た
（
六
、
七
世
紀
）
。
同
じ
時
代
に
、
い
く
つ
も
の
修
道
院
に
、

画
家
、
彫
刻
家
、
彫
金
師
、
鍛
造
工
、
等
が
存
在
し
て
い
た
。
中
世
自
治
都
市
の
華
麗
な
文
明
化
と
と
も

に
、
修
道
院
の
富
は
一
般
の
富
と
同
時
に
増
大
し
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
最
高
の
価
値
を
有
す
る
芸
術
的

生
産
に
専
念
す
る
修
道
士
の
数
も
非
常
に
増
大
し
た
。
畑
仕
事
に
従
事
し
た
修
道
士
の
数
も
同
じ
よ
う
に

増
え
、
そ
し
て
修
道
士
の
大
多
数
は
指
物
仕
事
、
チ
ー
ズ
の
製
造
、
ビ
ー
ル
の
醸
造
、
魚
類
の
捕
獲
と
人

工
培
養
に
従
事
し
た
。
そ
の
他
の
修
道
士
は
織
物
師
で
あ
り
、
つ
づ
れ
織
の
製
作
者
で
あ
り
、
毛
織
物
、

絹
織
物
の
製
作
者
で
あ
り
、
皮
な
め
し
工
で
あ
り
、
修
道
院
の
接
待
係
で
あ
り
、
学
校
長
で
あ
っ
た
り
し

た
。
近
代
に
な
る
と
、
時
に
彼
ら
が
蓄
積
し
た
富
と
、
非
聖
職
者
の
あ
い
だ
で
の
仕
事
の
競
争
と
が
、
修

道
士
を
経
済
的
富
の
生
産
に
ほ
と
ん
ど
向
か
わ
せ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
多
数
の
例
外
が
存
在
す
る
。
ト

ラ
ピ
ス
ト
会
修
道
士
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
一
部
と
ロ
ー
マ
の
田
舎
の
一
部
を
衛
生
的
環
境
に
し
た
。
ゲ
ッ

セ
マ
ニ
（
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
）
で
は
彼
ら
は
家
具
を
製
造
し
、
印
刷
工
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
、
香

辛
料
を
砕
き
、
料
理
道
具
を
修
理
し
、
農
業
に
従
事
し
、
蹄
鉄
工
、
牛
乳
配
達
人
、
等
で
あ
る
。
最
近
の

調
査
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
日
常
生
活
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
、
そ
し
て
奢
侈
品
ま
で
製
造
し
て
い

る
修
道
院
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
生
産
だ
け
で
は
こ
の

ソ
シ
エ
テ

集
団
が

一
般
に
必
要
と
す
る
も
の
す
べ
て
を
供
給
す
る
に
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
（
例
え
ば
修
道
院
で
機
械
を
製

造
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
）
。
こ
の
よ
う
な
生
産
は
機
構
の
支
出
を
ま
か
な
う
に
足
り
な
い
。
そ
し
て
最

後
に
、
こ
の
よ
う
な
生
産
は
、
修
道
士
の
極
端
に
節
約
的
な
生
活
に
よ
っ
て
し
か
、
自
由
労
働
と
の
競
争

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
２
） 

M
ontalem

bert, op. cit., 

■
Ⅲ
■, p.228. 

（
１
） 

M
ontalem

bert, M
oines d’O

ccid., 

■
Ⅰ
■, p.70. 
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結
婚
と
家
族
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
大
部
分
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
接
近
し
、
男
女

の
性
的
結
び
つ
き
を
非
と
す
る
。Les Tauflinge, 

ト
ラ
ピ
ス
ト
会
修
道
士
、
シ
ェ
イ
カ
ー
ズ
、
完
全
主

 

大
抵
の
場
合
、
共
産
主
義
は
緩
和
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
少
と
も
大
き
な
部
分
が
私
的
所
有
に
委
ね

ら
れ
る
。
こ
れ
は
今
日
に
お
け
る
経
済
活
動
の
条
件
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
に
緩
和
さ
れ
た
共
産
主

義
を
、N

ew
-H

arm
ony, Béthel

に
お
け
る
霊
感
主
義
者
の
な
か
に
、
ま
た
新
生
活
の
信
徒
団
体
等
の
な

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
モ
ル
モ
ン
教
徒
に
お
い
て
共
産
主
義
は
名
目
に
す
ぎ
な
い
。 

 

所
有
の
共
産
主
義
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
の
性
格
は
小
さ
な
団
体
に
お
い
て
の
み
顕
著
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
場
合
で
も
維
持
の
さ
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
完
全
な
財
産

共
有
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
は
シ
ェ
ー
カ
ー
教
徒
（
訳
注 : 

一
八
世
紀
中
葉
イ
ギ
リ
ス
の
ク
エ
ー
カ
ー
派

か
ら
起
こ
っ
た
）
―
こ
れ
は
現
在
も
存
続
し
て
い
る
―
、
消
滅
し
つ
つ
あ
る
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
一
六
二
一
年
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
共
同
体
、les 

Tauflinge

、
モ
ラ
ビ
ア
教
徒
（
訳
注 : 

一
五
世
紀
ボ
ヘ
ミ
ア
に
起
こ
っ
た
新
教
徒
の
一
派
）
、
分
離
主
義

者
、
完
全
主
義
者
、Bishop H

ill, A
urora, 

等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
消
滅
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

（
経
済
活
動
と
し
て
）
株
式
会
社
に
な
る
た
め
で
あ
っ
た
り
、
い
く
つ
も
の
小
財
産
に
分
割
す
る
た
め
で

あ
っ
た
り
、
既
に
分
か
れ
て
い
た
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ
で
資
本
分
割
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
す
る
。 

ま
だ
競
争
と
い
う
方
法
よ
り
は
不
完
全
で
あ
る
。
共
住
修
道
院
は
い
く
度
か
非
常
に
複
雑
な
選
抜
シ
ス
テ

ム
を
採
用
し
た
。
例
え
ば
カ
タ
リ
派
は
「
非
常
に
稀
に
し
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
一
つ

の
習
慣
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
派
は
時
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供
を
司
教
に
予
定
し
、
そ
の
た
め
に
そ

の
子
供
を
親
か
ら
離
し
て
養
育
す
る
た
め
に
母
乳
を
飲
む
前
に
養
子
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
子

供
は
動
物
の
乳
あ
る
い
は
こ
れ
が
む
し
ろ
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
モ
ン
ド
の
乳
液
だ
け
で
育
て
ら

れ
た
。
も
っ
と
後
に
な
る
と
彼
は
魚
あ
る
い
は
野
菜
だ
け
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
。
彼
が
獣
肉
類
に
接
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
分
別
の
で
き
る
年
頃
に
な
る
と
彼
は
按
手
（
訳
注 : 

祝
福

や
叙
階
の
た
め
に
手
を
相
手
の
頭
の
上
に
置
く
こ
と
）
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
生
れ
た
と
き
か
ら
不
浄
の

接
触
を
一
切
免
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
は
最
高
度
に
司
教
職
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
信
ぜ

ら
れ
た
（A

ddit. à R
einerius, chez G

retser, 39

）
。
時
に
は
こ
の
よ
う
な
子
供
は
、
養
子
に
さ
れ
る
以

前
に
、
よ
い
素
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
彼
は
一
二
歳
あ
る
い
は
一
四
歳
に

な
っ
て
は
じ
め
て
司
祭
職
に
就
く
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
た
。
入
信
を
認
め
ら
れ
た
後
で
彼
は
文
学
あ
る

い
は
哲
学
を
研
究
す
る
た
め
に
大
学
へ
送
ら
れ
、
そ
し
て
派
の
期
待
に
応
え
た
場
合
に
は
司
教
の
位
を
委

託
せ
ら
れ
た
。（
例
え
ば
、Archives de l’Inquisition de C

arcassone, 1243. D
oat, 

■
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
■, f

○ 
58

以
降
）（
１
）
。
こ
う
し
た
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
、
指
導
者
の
選
択
は
我
々
の
社
会
に
お

け
る
よ
り
も
う
ま
く
行
っ
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
。 

 

（
１
）C

. Schm
idt, H

istoire et doctrine des Cathares ou Albigeois, Paris, 1849, 2
e vol., p.143. 

  

現
在
我
々
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
お
よ
び
、
も
っ
と
規
模
は
小
さ
い
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
い
く
つ
か

の
共
産
主
義
的
団
体
が
創
設
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
れ
ら
の
団
体
に
つ
い
て
我
々
が
も
っ
て
い
る
情

報
は
非
常
に
し
ば
し
ば
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
矛
盾
し
て
お
り
、
時
に
ほ
と
ん
ど
信
頼
す
る
に
足
り
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
そ
れ
ら
か
ら
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
デ
ー
タ
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
数
字
上
の
重
要
度
は
、
一
万
五
千
人
に
及
ぶ
モ
ル
モ
ン
の
大

コ
ミ
ュ
ノ
テ

共
同
体
と
七
十
人
以
上
に
は
な

っ
た
こ
と
の
な
い
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
で
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。 
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キ
リ
ス
ト
教
自
由
主
義
の
最
左
翼
は
ト
ル
ス
ト
イ
お
よ
び
そ
の
信
奉
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
国
家

の
起
源
と
そ
の
機
能
は
暴
力
に
あ
る
、
と
彼
は
言
う
。
被
治
者
は
つ
ね
に
国
家
の
奴
隷
で
あ
り
、
国
家
は

 

宗
教
的
運
動
は
つ
ね
に
社
会
の
大
潮
流
の
影
響
を
蒙
っ
て
き
た
。
最
古
代
の
時
代
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
、
経
済
的
社
会
的
事
象
に
対
す
る
国
家
の
介
入
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
経
済
的

社
会
的
事
象
を
神
学
の
一
部
を
な
す
も
の
と
考
え
て
い
た
。
例
え
ば
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
正
義
の

利
益
（des avantages de la justice

）
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
『
神
学
大
全
』
の
章
の
中
で
、
価
格

の
理
論
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（2, 2, q.77

）
。
こ
れ
は
当
時
、
科
学
、
哲
学
、
行
政
、
世
論
、
こ
れ
ら
す

べ
て
が
こ
の
よ
う
な
政
治
に
好
意
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
一
八
世
紀
に
な
っ
て
あ

る
抗
し
難
い
潮
流
が
精
神
と
制
度
を
自
由
の
方
向
に
押
し
流
し
た
と
き
、
教
会
は
本
能
的
に
こ
の
流
れ
に

反
対
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
押
し
流
さ
れ
る
の
に
身
を
委
ね
、
一
種
の
自
由
主
義
的
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
の
形
を
取
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
自
由
の
時
代
は
少
し
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
ま
ず
は
精
神
が
、
次

い
で
制
度
が
社
会
主
義
に
向
っ
て
、
社
会
事
象
へ
の
国
家
の
多
少
と
も
大
規
模
な
介
入
に
向
っ
て
、
方
向

転
換
し
た
。
教
会
は
急
い
で
引
き
返
し
た
が
、
そ
れ
は
教
会
に
と
っ
て
は
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
会

は
か
つ
て
の
役
割
を
取
り
戻
せ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
社
会
的
に
な
っ
た
。

社
会
問
題
に
専
念
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
列
の
中
で
、
我
々
は
現
代
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
色
合
い
の
政

党
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
由
主
義
者
、
国
家
に
訴
え
な
い
干
渉
主
義
者
、

国
家
社
会
主
義
者
、
社
会
主
義
者
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
登
場
し
て
い
な
い
党
派
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
は
生
存
闘
争
に
お
い
て
無
能
力
な
生
き
物
の
自
然
な
淘
汰
を
妨
げ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
党
派
で
あ
る
。 

 

現
実
的
シ
ス
テ
ム
の
次
に
、
こ
こ
に
我
々
は
宗
教
の
理
論
的
シ
ス
テ
ム
を
挿
入
す
る
。
こ
こ
で
は
我
々

は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
の
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
考
察
に
限
定
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
モ
ル
モ
ン
教
徒
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
大
部
分
は
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
修

道
会
の
相
の
下
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
そ
の
環
境
に
適
応
し
た
、
昔
の
修
道
会
の
変
形
で
あ
る
。 

 

成
功
し
た
共
同
体
は
す
べ
て
例
外
な
く
非
常
に
宗
教
的
な
一
基
礎
を
有
し
て
い
た
。
多
く
は
精
力
的
で

狂
信
的
な
創
設
者
を
も
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
共
同
体
を
専
制
的
に
支
配
し
た
。
ラ
ッ
ピ
ス
ト
（
訳
注 : 

ハ

ー
モ
ニ
ー
会
派
の
創
設
者
、
一
八
〇
三
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
住
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
を
信
じ
、

厳
格
な
独
身
主
義
を
守
っ
た
。
一
九
〇
六
年
消
滅
）
はG

eorges R
app

、
分
離
主
義
者
はJ. B

im
eller

、

完
全
主
義
者
はJ. H

um
phrey N

oyes

に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
お
り
、
霊
感
主
義
者
はC

hristian M
etz 

に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、B

ethel

の
共
産
主
義
者
はK

eil
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
。 

 

宗
教
的
紐
帯
の
抗
し
難
い
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
立
紛
争
は
生
み
出
さ
れ
、
時
に
団
体
の
崩
壊
の
原

因
と
な
っ
た
。Tauflinge

、
分
離
主
義
者
、B

ishop H
ill

、B
ethel

等
の
最
後
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
経
済
条
件
の
改
善
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
経
済
条
件
の
一
層
の
悪
化
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
に
せ
よ
、
個
人
主
義
的
感
情
の
復
活
が
原
因
で
あ
っ
た
。 

義
者
は
結
婚
を
廃
止
し
た
。
新
生
活
の
信
徒
団
体
は
事
実
上
結
婚
を
廃
止
し
た
。
霊
感
主
義
者
は
ほ
と
ん

ど
完
全
に
結
婚
を
廃
止
し
た
。
結
婚
を
最
初
廃
止
し
て
い
た
分
離
主
義
者
は
経
済
条
件
が
順
調
に
な
っ
た

と
き
に
そ
れ
を
復
活
さ
せ
た
。
モ
ル
モ
ン
教
徒
は
反
対
の
極
端
に
走
り
、
一
夫
多
妻
、
複
婚
を
認
め
て
い

る
。
他
方
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
こ
そ
彼
ら
の
成
功
の
一
因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
述
べ
る
で
あ

ろ
う
が
、
オ
ナ
イ
ダ
の
完
全
主
義
者
（
訳
注 : 

オ
ナ
イ
ダ
は
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
中
部
の
都
市
、
オ
ナ

イ
ダ
共
同
体
は
宗
教
的
完
全
主
義
者
の
団
体
、
罪
は
社
会
改
革
に
よ
っ
て
排
除
で
き
る
と
す
る
。J. H

. 
N

oyes

が
組
織
し
た
も
の
で
、
一
八
八
一
年
解
散
し
て
株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
た
。
銀
食
器
な
ど
の
オ
ナ

イ
ダ
・
ブ
ラ
ン
ド
を
製
造
）
も
同
じ
原
則
を
用
い
た
。 
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そ
れ
は
民
衆
お
よ
び
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
一
部
も
ま
た
、
富
裕
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
み
が
獲
得
し
て

い
た
諸
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
に
闘
争
し
た
時
代
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
（Lam

artine

）
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ

（B
éranger

）、
Ｖ
・
ユ
ー
ゴ
ー
（V. H

ugo

）
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
Ｇ
・
サ
ン
ド
（G

. Sand

）
、
Ｅ
・
シ
ュ

ー
（E

. Sue

）
が
改
革
、
刷
新
の
思
想
を
そ
の
著
作
に
よ
っ
て
普
及
さ
せ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
由

主
義
運
動
の
最
盛
期
は
一
八
五
〇
年
と
一
八
六
〇
年
の
間
、
コ
ブ
デ
ン
同
盟
の
時
期
、
い
ろ
い
ろ
の
国
が

大
幅
な
商
業
的
自
由
体
制
を
採
用
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
教
皇
は
一
八
四
九
年
（
一
二
月
八
日
）
に
社
会

主
義
お
よ
び
革
命
に
反
対
す
る
回
勅
を
出
し
た
。Pressensé, Laboulaye, A

. Vinet, J. Sim
on, de 

 

（
言
葉
の
通
常
の
意
味
で
の
）
自
由
主
義
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
集
団
的
行
動
が
最
初
に
登
場
し
た
の

は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
初
め
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
を
自
由
に
対

し
て
味
方
さ
せ
る
に
至
っ
た
観
念
の
巨
大
な
潮
流
は
聖
職
者
の
一
部
、
下
位
聖
職
者
を
も
巻
き
込
ん
だ
。

一
七
八
八
年
の
三
部
会
に
お
い
て
聖
職
者
の
自
由
主
義
的
代
表
者
は
百
以
上
の
賛
成
意
見
を
自
由
に
す
る

こ
と
が
で
き
、
第
三
身
分
の
綱
領
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
進
歩
的
な
綱
領
を
展
開
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
要
求
が
勝
利
を
獲
得
し
え
た
の
は
（
六
月
一
三
日
以
降
）
聖
職
者
が
第
三
身
分
に
対
し
て
与
え
た

効
果
的
な
支
持
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
に
革
命
が
行
き
す
ぎ
に
陥

っ
た
と
き
、
聖
職
者
は
（
富
裕
で
教
養
あ
る
階
級
の
大
部
分
の
例
に
倣
っ
て
）
道
を
引
き
返
し
た
。
Ｊ
・

ド
ゥ
・
メ
ス
ト
ル
や
ボ
ナ
ー
ル
子
爵
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
の
反
革
命
の
理
論
家
で
あ
っ
た
。
し
か

し
自
由
主
義
的
思
想
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
決
し
て
死
ん
で
い
な
か
っ
た
。
逆
に
、
自
由
の
思
想
を
出

発
点
に
し
て
人
々
は
革
命
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
王
政
復
古
は
あ
る
意
味
で
は
、
民
衆
と
ナ
ポ
レ
オ
ン

と
の
絶
対
主
義
の
後
に
お
け
る
、
革
命
当
初
の
自
由
へ
の
復
帰
で
あ
っ
た
。Ballanche
は
革
命
の
原
理
を
、

進
歩
の
信
仰
お
よ
び
そ
の
効
果
と
合
致
さ
せ
る
こ
と
を
勧
め
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
最
初
の
人
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
の
仕
事
を
最
良
の
形
で
完
成
さ
せ
た
の
は
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
。
自
由
へ
の
愛
着
に
満

ち
た
彼
の
著
作
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
そ
の
情
熱
は
、
い
か
に
彼
の
思
想
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
間
に
普
及

し
て
い
た
か
を
我
々
に
証
明
し
て
い
る
。
民
主
的
自
由
主
義
の
運
動
は
、
王
政
復
古
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
欺
瞞
の
後
、
ま
す
ま
す
強
力
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
革
命
的
形
勢
を
取
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
由
主

義
的
運
動
も
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
。
運
動
の
旗
頭
は
も
は
や
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
で
は
な
い
。
旗
頭
は
ラ

ム
ネ
ー
（Lam

ennais

）
で
あ
る
。
一
八
三
〇
年
、
ラ
ム
ネ
ー
は
ラ
コ
ル
デ
ー
ル
（Lacordaire

）
お
よ

び
モ
ン
タ
ラ
ン
ベ
ー
ル
（M

ontalem
bert

）
と
共
にl’Avenir

を
創
刊
し
た
が
、
そ
の
指
導
綱
領
は
、
結

社
の
自
由
お
よ
び
出
版
の
自
由
、
県
お
よ
び
市
町
村
の
自
由
、
国
家
か
ら
の
教
会
の
独
立
、
共
和
政
で
あ

る
。
彼
の
獲
得
し
た
成
功
は
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
君
主
制
に
対
す
る
攻
撃
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
訴

訟
は
、
教
義
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
命
題
と
同
じ
く
、
こ
の
結
社
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
政
府
か
ら
の
弾
劾

（
回
勅M

irari vos

）
を
も
た
ら
し
た
。
ラ
ム
ネ
ー
だ
け
が
教
会
の
懐
か
ら
去
り
、
残
り
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
徒
は
、
自
由
の
た
め
の
運
動
を
続
け
な
が
ら
降
伏
し
た
。 

 

最
右
翼
で
我
々
は
帝
国
主
義
的
な
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
見
出
す
。Stöcker

お
よ
びN

aum
ann

の

信
奉
者
た
ち
で
あ
る
。 

そ
の
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
四
つ
の
手
段
を
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
を
脅
え
さ
せ
欺
す
こ
と
、
彼

ら
を
頽
廃
さ
せ
る
こ
と
、
眩
惑
す
る
こ
と
、
そ
し
て
被
治
者
の
な
か
か
ら
一
部
を
選
び
出
し
、
彼
ら
を
そ

の
他
の
部
分
の
死
刑
執
行
人
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
統
治
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
中
央
権
力
の
側
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
強
制
に
非
常
に
強
く
反
対
し
て
い
る
の
で
、

自
ら
が
き
わ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
も
、
あ
ら
ゆ
る
教
会
の
廃
止
を
望
む
こ
と

も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
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社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
我
々
が
述
べ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
宗
教
的
運
動

は
社
会
的
大
潮
流
の
影
響
を
蒙
む
る
と
い
う
こ
と
の
真
実
性
が
い
ま
一
度
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ト
リ

ッ
ク
派
の
外
部
で
は
一
八
三
〇
年
と
一
八
四
〇
年
と
の
あ
い
だ
の
時
期
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
社
会
主
義
思

想
に
好
意
的
な
一
つ
の
一
般
的
運
動
が
姿
を
現
わ
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ビ
ュ
ー
ル
（B

uret

）
と
ヴ
ィ
レ

ル
メ
（Villerm
é

）
が
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
に
よ
る
自
由
主
義
経
済
の
批
判
を
普
及
さ
せ
た
。
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
は

庶
民
階
級
の
た
め
の
国
家
に
よ
る
非
常
に
広
範
な
介
入
の
支
持
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ
う
し
た

思
想
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
あ
い
だ
に
支
持
者
を
見
出
し
た
。
ラ
ム
ネ
ー
の
『
未
来
』
は
労
働
者
の
保
護

措
置
を
勧
告
し
た
。
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ル
・
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
（Villeneuve-B

argem
ont

）
子
爵
は
、
国
家
介

入
の
原
理
を
採
用
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
政
治
経
済
学
」
に
つ
い
て
の
論
文
を
著
し
た
。
同
じ
時
期
に
イ

 

い
ま
も
し
我
々
が
、
社
会
的
問
題
に
お
い
て
自
由
主
義
的
な
思
想
と
解
決
と
を
拒
否
す
る
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
社
会

的
事
象
を
手
直
し
し
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
由
来
す
る
正
義
と
秩
序
の
原
則
に
そ
れ
を
当
て
は
め
る
た
め

に
介
入
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
存
在
す
る
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
機
能
の
た
め

の
特
別
の
機
関
が
存
在
す
る
こ
と
を
欲
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
機
能
を
国
家
に
委
ね
る
こ
と
は
絶
対
的
に

拒
否
す
る
。
も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
支
配
下
に
あ
る
諸
制
度
に
よ
っ
て
社
会
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

に
ひ
と
り
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
教
会
で
あ
る
。
こ
れ
はM

gr. K
etteler

の
理
想
で
あ
る
。

彼
は
現
代
社
会
の
批
判
を
ラ
ッ
サ
ー
ル
（Lassalle

）
か
ら
借
用
し
た
が
、
そ
の
救
済
策
に
つ
い
て
は
ラ
ッ

サ
ー
ル
の
も
の
を
採
ら
な
か
っ
た
。
（
最
も
多
数
を
占
め
る
）
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
も
う
一
つ
別
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
の
議
論
を
社
会
主
義
者
か
ら
借
り
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
提
案
の
多
少
と
も
大

き
な
部
分
を
も
借
用
し
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
希
求
を
社
会
主
義
者
と
共
有
し
て
も
い
る
。
経
済
の
領
域

で
は
、
節
度
あ
る
国
内
産
業
保
護
政
策
か
ら
出
発
し
て
ほ
と
ん
ど
集
産
主
義
に
到
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
存

在
す
る
。
道
徳
の
領
域
に
お
い
て
は
、
国
家
社
会
主
義
に
よ
る
介
入
を
支
配
的
た
ら
し
め
、
道
徳
と
社
会

生
活
全
体
の
専
制
的
規
制
を
推
奨
す
る
に
至
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
存
在
す
る
。 

G
érando, M

ontalem
bert

、
と
い
っ
た
自
由
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
政
治
、
哲
学
、
科
学
の
領
域

で
彼
ら
の
思
想
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
将
軍
た
ち
は
、
こ
の
時
期
の
後
ま
す
ま
す
そ
の
隊

列
が
ま
ば
ら
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
軍
隊
を
指
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
社
会
的
」
思
想
の
影
響
は
ま
す

ま
す
大
き
く
な
り
、
社
会
主
義
的
潮
流
は
ま
す
ま
す
高
く
な
っ
た
。
自
由
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
運

動
を
与
え
ら
れ
て
慣
性
力
に
よ
っ
て
動
く
物
体
の
よ
う
に
そ
の
道
を
歩
み
続
け
て
い
た
。
彼
ら
は
社
会
的

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
思
想
に
対
抗
し
、
義
務
的
同
業
者
団
体
と
社
会
的
行
政
と
を
支
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
で
『
政
治
経
済
学
及
び
社
会
経
済
学
カ
ト
リ
ッ
ク
協
会
』
（la Société 

catholique d’économ
ie politique et sociale

）
を
設
立
し
、Ch. Périn, C

l. Jannet

と
い
っ
た
人
々

が
自
由
主
義
思
想
を
擁
護
し
広
め
た
。
し
か
し
こ
の
努
力
は
有
終
の
美
を
飾
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
方
で
は
民
衆
が
自
由
主
義
思
想
を
捨
て
（
こ
の
時
期
自
由
主
義
諸
政
党
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
到
る
所
で
衰

退
し
て
い
た
）
、
他
方
で
は
教
皇
も
そ
れ
を
放
棄
し
て
い
た
。
既
に
一
八
六
四
年
に
ピ
エ
九
世
（Pie 

■
Ⅸ

■
）
は
回
勅Q

uanta cura

に
よ
っ
て
宗
教
的
自
由
主
義
を
弾
劾
し
て
い
た
。
一
八
九
一
年
に
は
レ
オ
ン

一
三
世
（Léon 

■
Ⅹ
Ⅲ
■
）
も
政
治
的
経
済
的
自
由
主
義
を
弾
劾
し
た
。
ま
だ
自
由
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教

徒
は
存
在
し
て
い
た
が
、
彼
ら
は
も
は
や
党
派
と
し
て
は
行
動
し
な
か
っ
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
自
由

主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
い
だ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
漸
次
的
推
移
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
別
の
漸

次
的
推
移
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
社
会
的
行
政
は
欲
し
な
い
が
、
保
護
主
義
的
措
置
は
要
求
す
る
自
由

主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
上
院
議
員
ロ
ッ
シ
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。 
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最
近
十
年
の
あ
い
だ
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び
、
特
に
ベ
ル
ギ
ー
の
社
会
主
義
者
た
ち
が
獲
得
し
た
重

要
性
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
聖
職
者
の
一
部
が
労
働
者
を
社
会
主
義
者
に

倣
っ
て
組
織
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
彼
ら
の
教
義
の
帰
結
を
最
も
遠
く
ま
で
推
し
進
め
た
の
は
こ
れ

ら
二
国
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
在
フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
主
義
者
が
大
き
な
地
歩
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
し

て
一
方
で
は
、
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
そ
の
活
動
を
さ
ら
に
激
化
さ
せ
、
彼
ら
の
利
益
を
支
持
す
る

者
の
数
を
増
や
す
の
に
役
立
ち
さ
え
す
れ
ば
、
戦
術
と
同
盟
を
次
々
に
変
え
る
の
を
見
る
。
他
方
で
は
、

社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
「
連
帯
（Solidarités

）」（
１
）

の
最
大
数
を
確
保
す
る
の
に
努
力
し
て
い
る
の

を
見
る
。
双
方
と
も
社
会
主
義
者
を
ま
ね
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
が
多
数
お
り
、
し
か
も
彼

ら
が
大
胆
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
民
衆
を
組
織
す
る
こ
と
を
試
み
て

お
り
、
し
か
も
、
し
ば
し
ば
社
会
主
義
者
の
方
法
を
羨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
よ
う

な
方
法
、
時
に
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
先
を
行
き
さ
え
す
る
方
法
に
よ
っ
て
民
衆
を
引
っ
張
っ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
で
は
最
近
、
社
会
主
義
者
が
大
い
に
勢
力
を
伸
ば
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
同
様
で
あ
る
。
彼

ら
は
行
政
的
な
ら
び
に
政
治
的
選
挙
に
お
い
て
き
わ
め
て
積
極
的
な
役
割
を
演
じ
、
い
く
つ
も
の
都
市
の

 

一
八
七
〇
年
と
一
八
七
一
年
に
は
こ
の
国
で
社
会
主
義
者
の
権
力
が
大
い
に
増
大
し
た
。
マ
ン
（M

un

）

伯
爵
と
ト
ゥ
ー
ル
・
デ
ュ
・
パ
ン
（Tour du Pin

）
伯
爵
が
■O

euvre
■ des C

ercles

（
諸
団
体
著
作

集
）
を
創
刊
し
た
が
、
こ
れ
は
非
常
に
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
称
讃
を
博
し
た
。
一
八
六
九
年
、
ド

イ
ツ
の
司
教
た
ち
は
社
会
主
義
の
非
常
な
進
展
に
驚
き
、
フ
ル
ダ
（Fulda
）
の
大
会
に
結
集
し
て
、
社
会

問
題
に
つ
い
て
の
議
論
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
一
八
七
一
年
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

た
ち
は
政
治
闘
争
に
参
加
し
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
社
会
主
義
者
か
ら
借
用
し
た
綱
領
を
擁
護
し
た
。
一
八

七
八
年
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
、
社
会
主
義
者
た
ち
が
ま
す
ま
す
急
速
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
の
を

見
て
、
非
常
に
精
力
的
な
社
会
行
動
を
開
始
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ト
ッ
ド
（Todt

）
は
そ
の
理
論
家

で
あ
り
、
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
（Stöcker

）
と
ナ
ウ
マ
ン
（N

aum
ann

）
は
そ
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
で
は
、
社
会
主
義
的
労
働
者
組
織
が
ま
す
ま
す
強
大
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
他
方
司
教
た

ち
は
、
教
皇
庁
と
の
長
い
闘
争
の
後
、
「
労
働
騎
士
会
（Chevaliers du travail

）
」
の
大
連
合
の
指
導
者

に
な
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
れ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
義
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。 

 

ド
イ
ツ
で
は
非
常
に
進
歩
的
な
思
想
を
も
っ
た
大
勢
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
頂
点
に
い
た
牧
師
ヴ
ィ
ッ

ヒ
エ
ル
ン
（W

ichern
）
が
『
内
的
使
命
（M

ission Intérieure

）
』
を
創
立
し
た
が
、
そ
れ
は
労
働
者
の

条
件
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
運
動
が
教
養

あ
る
階
級
の
あ
い
だ
で
、
さ
ら
に
民
衆
の
あ
い
だ
で
は
な
お
一
層
、
急
速
に
広
ま
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
は
そ
の
運
動
に
追
従
し
た
。
彼
ら
の
も
つ
慈
善
制
度
、
社
会
問
題
の
研
究
団
体
、
宣
伝
に
よ
っ
て
、
彼

ら
は
多
数
の
賛
同
者
を
獲
得
し
た
。
一
八
四
八
年
の
革
命
が
近
づ
く
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
陣
営
に
お
い
て
も

社
会
主
義
陣
営
に
お
け
る
と
同
じ
く
人
々
の
熱
気
は
過
熱
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
党
派
の
あ
い
だ
の
境
界

は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
は
社
会
主
義
者
の
希
求
す
る
も
の
と
革
命
的
方
法
と
を
採

用
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
は
社
会
主
義
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
一
八
六
四
年
の

法
律
規
定
を
急
い
で
利
用
し
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
結
託
の
罪
（le délit de coalition

）
は

残
し
つ
つ
も
結
社
の
権
利
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

ギ
リ
ス
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
のF. D

. M
aurice, Ch. K

ingsley, 

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
卿
が
社
会
的
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
宣
伝
を
開
始
し
、
そ
れ
は
労
働
者
の
た
め
の
協
会
お
よ
び
組
合
の
設
立
を
結
果

し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
社
会
主
義
者
た
ち
が
行
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
年
、
社
会
主
義
思
想

は
大
き
な
進
展
を
続
け
た
。 
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今
日
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
住
民
、
社
会
諸
制
度
、
民
衆
の
真
只
中
に
位
置
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
正
義
と
慈
悲
の
法
の
下
に
す
べ
て
の
社
会
階
級
を
再
び
導
き
入
れ
る
た
め
に
、
よ
り
率
直
に
、
新
た

な
熱
意
を
も
っ
て
、
イ
エ
ス
、
使
徒
、
中
世
の
司
教
お
よ
び
教
皇
の
使
命
を
継
続
し
て
い
る
」
（
四
三
頁
）
。

そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
の
敵
が
す
べ
て
神
に
敵
対
し
て
団
結
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
か
ら
特
に
民

衆
や
若
者
を
引
き
離
す
か
ら
に
は
、
我
々
は
新
規
加
入
者
を
最
大
限
加
入
さ
せ
る
こ
と
を
急
ぎ
、
彼
ら
を

昔
の
部
隊
に
合
体
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
部
隊
に
お
い
て
彼
ら
の
活
気
と
情
熱
と
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
を

急
が
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
二
五
頁
）
。
ブ
リ
ュ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
（B

runetière

）
氏
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
宗
教

を
知
性
化
し
、
個
人
化
し
、
貴
族
化
し
た
と
し
て
非
難
す
る
。
「
仮
に
彼
が
別
の
時
代
に
な
ら
ば
適
合
す
る

こ
と
が
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
仮
に
彼
が
何
ら
か
の
貢
献
を
な
し
え
た
と
し
て
さ
え
も
、
仮
に
彼
を
歴
史

的
に
は
ま
だ
弁
護
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
『
貴
族
主
義
的
』
構
想
が
我
々
の
『
民

主
主
義
』
の
時
代
に
適
合
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
（
■L’oeuvre

■ de Calvin, 

■
Ⅱ
■
）
。
し
か
し
事
態
を
客
観
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
党
派
は
つ
ね
に
そ
の
目
的
の
た
め
に
権

力
者
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
宗
教
的

党
派
が
民
衆
の
側
に
お
も
む
く
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
既
に
教
皇
庁
は
一
八
四
八
年
に
初
め
て
、
フ

 

し
か
し
別
の
理
由
も
存
在
す
る
。
過
去
の
数
世
紀
、
王
や
貴
族
に
支
え
ら
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

は
今
日
で
は
主
に
民
衆
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
主
権
者
が
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
と
き
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
は
彼

に
対
し
て
一
人
の
聴
罪
師
と
一
人
の
妾
を
与
え
た
。
主
権
者
が
市
民
の
半
数
プ
ラ
ス
一
人
で
あ
る
現
在
で

は
、
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
自
ら
を
好
ま
し
い
民
衆
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
こ
の

よ
う
に
し
て
宗
教
を
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
し
て
い
る
と
言
う
。
「
我
々
の
民
主
主
義
の
時
代
に

あ
っ
て
は
、
宗
教
的
理
念
が
他
の
も
の
す
べ
て
と
同
様
、
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
民

衆
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
（
１
）
。
」
宗
教
改
革
以
降
「
教
皇
た
ち
は
―
と
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
民
主
主
義
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
ト
ニ
オ
ー
ロ
（Toniolo
）
氏
（
２
）

は
言
う
―
諸
皇
帝
お
よ
び
諸
王

と
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
し
て
そ
の
宗
教
的
市
民
的
統
一
を
再
び
与
え
る
仕
事
に
お
い
て
教

皇
た
ち
を
助
け
る
こ
と
を
約
束
し
た
す
べ
て
の
者
と
結
び
つ
い
て
い
た
」
（
一
六
二
頁
）
。
し
か
し
彼
ら
教

皇
た
ち
は
望
む
と
こ
ろ
を
得
な
か
っ
た
。
四
世
紀
の
間
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
社
会
的
事
業
に
お
い
て
巧

妙
か
つ
解
放
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
行
に
お
い
て
妨
害
さ
れ
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
、
集
団
お
よ
び
特
に
民
衆
を
犠
牲
に
し
て
、
君
主
や
特
権
階
級
と
共
謀
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
え
言
わ

れ
て
き
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
社
会
的
模
倣
、
社
会
の
大
潮
流
へ
の
宗
教
的
運
動
の
こ
の
よ
う
な
適
応
の
主
要
な
理
由
の

一
つ
は
タ
ル
ド
（Tarde

）
氏
に
よ
っ
て
非
常
に
見
事
に
研
究
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

我
々
の
生
き
て
い
る
環
境
に
つ
い
て
の
、
意
識
的
と
い
う
よ
り
も
無
意
識
的
な
模
倣
、
で
あ
る
。 

（
２
）Toniolo, Indirizzi e concetti sociali all’ esordire del secolo ventesim

o. 

（
１
）G

. G
oyau, Autour d’t catholicism

e social, 

■
Ⅱ
■e série, p.4. 

（
１
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
彼
ら
の
社
会
行
動
の
セ
ン
タ
ー
を
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。 

行
政
を
行
な
い
、
非
常
に
積
極
的
に
宣
伝
し
、
労
働
者
と
小
所
有
者
を
組
織
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は

そ
の
活
動
を
亡
命
者
の
保
護
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。 
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社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
い
る
こ
と
も
同
じ
く
確
認
さ
れ
う
る
。
そ
の
他
に
、

い
く
つ
か
の
宗
教
的
概
念
を
、
社
会
的
行
動
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
修
正
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
キ

リ
ス
ト
教
徒
が
存
在
す
る
。
例
え
ばW

ilfred M
onod

氏
は
多
く
の
社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
共
に
、

 

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
富
裕
階
級
お
よ
び
教
養
階
級
の
行
動
を
導
く
べ
き
理
念
を
次

の
如
き
綱
領
（
１
）

に
要
約
し
た
。
す
な
わ
ち
「
一
．
我
々
自
身
は
日
々
の
糧
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

全
て
の
人
の
パ
ン
に
対
す
る
権
利
を
要
求
す
る
。
二
．
我
々
は
夜
間
以
外
の
時
間
に
も
家
族
を
見
て
家
族

と
い
う
も
の
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
家
族
に
対
す
る
全
て
の
人
の
権
利
を
要
求
す
る
。
三
．
我
々
は

週
休
を
も
っ
て
い
る
が
故
に
、
休
息
に
対
す
る
全
て
の
人
の
権
利
を
要
求
す
る
。
四
．
我
々
は
病
気
の
時

間
を
も
つ
が
故
に
、
病
気
に
対
す
る
全
て
の
人
の
権
利
を
要
求
す
る
。
五
．
我
々
は
書
物
を
も
っ
て
い
る

が
故
に
、
教
育
に
対
す
る
全
て
の
人
の
権
利
を
要
求
す
る
。
六
．
我
々
は
教
会
に
よ
っ
て
魂
の
平
和
を
得

た
が
故
に
、
慰
安
、
安
全
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
死
の
克
服
、
一
言
で
言
え
ば
救
済
に
対
す
る
全
て
の
人
の
権

利
を
要
求
す
る
。
」 

 

社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
理
論
的
に
は
、
そ
し
て
時
に
は
実
践
的
に
も
、
さ
ら
に
遠
く
ま
で
行
く
。
我
々

が
先
に
引
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
三
人
の
改
革
者
の
社
会
的
理
念
は
、
聖
書
の
唱
句
で
表
現
さ
れ
た
社
会
主
義

で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
五
〇
年
以
前
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
のC

. F. Chevé

とSegrétain

は
ほ

と
ん
ど
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
。
『
新
時
代
（l’Ere N

ouvelle

）』
お
よ
び
そ
の
他
い
く
つ
も
の
カ
ト
リ
ッ

ク
雑
誌
は
社
会
主
義
的
綱
領
か
ら
汲
み
出
さ
れ
た
理
念
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
支
持
し
て
い
た
。
カ
ト
リ

ッ
ク
の
潮
流
と
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
はB

uchez
の
弟
子
た
ち
の
著
作
の
中
で
混
じ
り
合
っ
た
。
ド
イ
ツ
の

司
教
た
ち
は
フ
ル
ダ
の
会
議
（
一
八
六
九
年
）
で
社
会
主
義
者
の
言
葉
遣
い
、
理
念
、
命
題
を
採
用
し
て

い
た
。
（
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員M

oufang

に
よ
っ
て
も
の
さ
れ
た
）
一
八
七
一
年
の
有
名
な
選
挙
綱
領

は
社
会
主
義
綱
領
の
大
部
分
を
含
ん
で
い
た
。
同
じ
年
、
政
府
は
社
会
主
義
者
の
協
会
を
擁
護
し
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、W

espthalie

に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
農
民
の
協
会
を
擁
護
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
た

だ
ち
に
協
会
を
建
て
直
し
、
そ
の
活
動
を
倍
化
し
た
。
一
八
七
八
年
、Todt
は
社
会
主
義
綱
領
の
大
部
分

を
横
取
り
し
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
労
働
者
騎
士
団
が
土
地
の
国
有
化
お
よ
び
そ
の
他
の
社
会
主
義

的
措
置
を
要
求
し
た
。
神
父D

aens

とStojalow
ski

は
そ
の
信
奉
者
た
ち
に
ほ
と
ん
ど
社
会
主
義
的
な

原
理
を
説
教
し
て
い
た
。
ベ
ル
ギ
ー
に
は
現
在
も
な
お
神
父D

aens

の
原
理
と
行
動
指
針
に
従
う
社
会
的

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。
現
在
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
最
小
限

．
．
．
綱
領
と
国
家
社
会
主

義
者
の
綱
領
は
い
く
つ
か
の
細
部
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
完
全
に
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
綱
領
の
中
に
再
現

さ
れ
て
い
る
。 

ラ
ン
ス
の
革
命
政
府
を
承
認
す
る
こ
と
を
急
い
で
い
た
と
き
、
民
主
勢
力
に
働
き
か
け
て
い
た
。
現
在
、

一
方
で
は
教
皇
は
枢
機
卿R

am
polla

の
政
策
に
従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
共
和
制
を
受
け
入
れ
て
お

り
、
他
方
で
は
彼
は
労
働
者
の
聖
地
巡
礼
に
と
り
わ
け
敏
感
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
回
勅
を

出
し
、
手
紙
を
書
き
、
社
会
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
運
動
を
励
ま
し
指
導
す
る
た
め
に
弁
舌
を
振
っ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
は
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
会
議
及
び
委
員
会
事
業
団
」
（
■O

euvre

■ des congrès et com
ités 

catholiques

）
に
活
動
全
体
の
最
高
監
督
権
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
行
動
の
た
め
の
、
ほ

と
ん
ど
一
省
庁
を
樹
立
し
て
い
る
。 

（
１
）Revue du Christ. soc., 15 juin 1897. 
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社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
社
会
的
活
動
の
結
果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
立

法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
以
外
で
は
直
接
的
な

 

し
か
し
な
が
ら
一
般
に
、
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
と
社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
最
も
社
会
主
義
者
に
接

近
す
る
場
合
で
も
、
彼
ら
の
理
念
は
過
去
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
一
般
に
彼
ら
が
要
求
す
る
の
は
、
中
世
に

お
け
る
よ
う
な
義
務
的
同
業
者
組
合
の
復
興
、
工
場
に
お
け
る
婦
女
子
の
労
働
の
禁
止
、
大
企
業
の
廃
壊

と
、
小
工
業
、
小
商
業
、
小
所
有
の
保
護
と
拡
大
、
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
遂

に
は
奢
侈
取
締
り
令
を
要
求
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
労
働
者
保
護
の
た
め
の
一
八
九
三
年
の
チ
ュ
ー
リ
ッ

ヒ
の
大
会
に
お
い
て
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
が
工
場
に
お
け
る
婦
人
労
働
の
廃
止
を
提
案
し
た
と
き
、
ベ
ー

ベ
ル
は
社
会
主
義
者
の
名
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
表
明
し
た
。
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
が

資
本
主
義
体
制
を
破
壊
し
よ
う
と
欲
す
る
の
は
、
そ
れ
に
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
社
会
を
代
置
す
る

た
め
で
あ
る
。
我
々
は
と
言
え
ば
、
我
々
は
新
た
な
、
よ
り
高
度
な
社
会
秩
序
を
欲
し
て
い
る
。
も
し
貴

方
が
た
が
婦
人
労
働
一
般
の
反
対
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
貴
方
が
た
の
社
会
秩
序
が
過
去
に
根
を
も

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
れ
ら
の
数
行
は
二
つ
の
大
き
な
党
派
、
社
会
主
義
者
と
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教

徒
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
明
瞭
に
要
約
し
て
い
る
。
し
か
し
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
社
会
主
義
者
か
ら
そ

の
考
え
方
の
多
く
を
借
用
し
た
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
彼
ら
は
、
社
会
主
義
者
の
一
部
に
対
し
て
中
世
に

対
す
る
愛
着
を
伝
染
さ
せ
た
。 

社
会
を
救
済
し
、
社
会
に
対
し
て
宗
教
的
感
情
を
持
ち
続
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
神
の
王
国
と
い
う
我
々

の
伝
統
的
概
念
を
修
正
し
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
方
法
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
同
じ
く
ま
た

中
世
に
お
け
る
過
剰
な
迫
害
を
繰
返
そ
う
と
望
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
（
と
に
か

く
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
根
本
的
な
社
会
改
革
を
推
奨
し
て
い
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
）
も
存
在
す

る
。
と
き
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
理
念
は
後
方
に
退
き
、
消
滅
し
、
社
会
的
な
宗
教
理
念
に
取
っ
て

代
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
の
至
上
目
的
は
つ
ね
に
個
人
的
救
済
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
に
お
い
て
つ
ね
に
根
本
的
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
は
な
お
一
層
こ
の
点
を
強
調
し
た
。
し
か
し
現
在

で
は
、
「
個
人
的
救
済
へ
の
専
念
が
少
し
ず
つ
宗
教
団
体
に
お
い
て
全
て
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
神
の
支

配
と
そ
の
正
義
の
た
め
の
原
初
的
、
使
徒
的
な
情
熱
に
取
っ
て
代
っ
た
」
の
が
見
ら
れ
る
。
「
あ
る
種
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
を
理
解
す
る
う
え
で
重
大
な
問
題
は
、
大
多
数
の
人
間
が
破
滅
さ
せ
ら
れ
て
も
、
自
分
た
ち

は
救
済
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
１
）
。
」
「
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
連
帯
．
．
の
名
に
お

い
て
抗
議
す
る
。
我
々
の
多
く
の
同
胞
が
奇
蹟
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
自
ら
の
魂
を
救
済
し
人
間
的
か
つ

神
的
な
生
に
到
達
す
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
、
世
襲
的
お
よ
び
社
会
的
運
命
の
網
の
目
の
中
で

我
々
す
べ
て
に
役
割
を
与
え
る
、
不
幸
に
お
け
る
連
帯
、
『
罪
に
あ
ふ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
恩
寵
を
満
ち
溢

れ
』
さ
せ
、
『
天
上
の
も
の
も
地
上
の
も
の
も
す
べ
て
を
キ
リ
ス
ト
に
結
び
つ
け
る
』
に
ち
が
い
な
い
、
復

興
と
贖
罪
に
お
け
る
連
帯
、
で
あ
る
。
（
聖Paul

か
らE

phés.
へ
の
書
簡
、
■
Ⅰ
■
、
一
〇
）。
い
や
、

我
々
は
世
界
の
歴
史
が
、
い
く
つ
か
のrari nantes in gurgite vasto
は
驚
く
べ
き
特
恵
に
よ
っ
て
免

れ
て
き
た
、
悲
し
む
べ
き
破
綻
に
帰
着
す
る
に
違
い
な
い
、
と
は
信
じ
な
い
し
、
ま
た
信
じ
た
い
と
も
思

わ
な
い
（
２
）
。
」 

（
２
）Ibid., p.75. 

（
１
）H

. A
ppia, Le christianism

e social, G
enève, 1900, p.70. 
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社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
た
だ
一
つ
の
社
会
階
級
に
対
し
て
効
果
を
発
揮
し
た
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
小
地
主
の
階
級
で
あ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
は
社
会
主
義
者
の
教
義
は
何
の
効
果
も
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
の

 

こ
の
よ
う
な
不
成
功
の
原
因
は
多
様
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
社
会
主
義
者
は
労
働
者
の
目
に
は
、
社

会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
約
束
す
る
も
の
よ
り
も
魅
力
的
な
未
来
を
磨
き
上
げ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
主
義
的

な
団
体
に
お
い
て
は
労
働
者
は
自
由
な
人
間
と
し
て
の
感
じ
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
社
会
的
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
団
体
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
指
導
者
の
お
せ
っ
か
い
な
活
動
に
よ
っ
て
彼
ら
の
個
性
が
絶

え
ず
そ
が
れ
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
と
感
じ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
労
働
者
は
本
能
的
に
彼
ら
の
階
級
の
利

害
を
貫
く
た
め
に
は
、
団
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
主
義
的
労
働
者

と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
労
働
者
と
の
こ
の
よ
う
な
分
離
は
企
業
家
の
勝
利
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
か
く
し
て
、

イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
等
に
お
け
る
多
数
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

人
々
の
精
神
を
刺
激
し
た
。
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
不
出
来
な
組
織
の
結
果
が
不

成
功
の
一
原
因
と
な
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
考
え
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
多
く
の
労
働
者
が
、
社
会
主
義
者
の

復
讐
を
恐
れ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
団
体
に
加
入
を
控
え
る
。
最
後
に
、
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
労
働

者
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
宣
言
さ
せ
た
と
き
、
彼
ら
は
一
般
に
、
労
働
者
を
指
導
し
、
労
働
者
が
暴
力
に
訴
え

る
の
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
社
会
主
義
者
が
労
働
者
に
彼
ら
の
権
利
に
つ
い
て
、

そ
し
て
部
分
的
に
は
義
務
に
つ
い
て
教
え
、
彼
ら
が
抵
抗
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
準
備
で
き
る
よ
う
に
彼
ら
を

組
織
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
組
織
の
才
を
持
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
宗

教
、
道
徳
等
に
つ
い
て
説
教
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
弱
い
労
働
者
だ
け
で
あ
る
。 

 

直
接
的
な
意
味
で
、
す
な
わ
ち
国
家
の
介
入
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
社
会
的
行
動
と
呼
ば
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
何
も
新
し
い
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
時
に
い
つ
も
の
博

愛
の
制
度
を
よ
り
上
手
に
組
織
し
た
が
、
大
部
分
の
場
合
に
お
い
て
彼
ら
は
社
会
主
義
者
の
や
り
方
を
採

用
し
た
。
社
会
主
義
者
が
労
働
者
の
団
体
を
樹
立
す
る
や
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
類
似
の
制
度
を
つ
く

り
出
し
て
い
る
。
社
会
主
義
者
が
協
同
組
合
を
開
始
す
る
や
、
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
協
同
組
合
を
つ

く
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
労
働
者
に
対
す
る
宣
伝
と
組
織
に
お
け
る
手
段
と
方
法
に
お
い
て
彼
ら
は
社
会

主
義
者
を
模
倣
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
成
功
は
収
め
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
初
期
に
社
会
的

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
で
設
立
さ
れ
た
労
働
者
の
団
体
は
惨
め
な
経
過
を
た
ど
り
、
普
及

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
八
六
四
年
以
降
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
労
働
者
の
団
体
は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一
般
に
最
後
に
は
王
党
そ
の
他
の
党
の
選
挙

事
務
所
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
（Stöcker

）
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
労
働
者
の
運
動
は

社
会
主
義
者
の
隊
列
を
大
き
く
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
で
は
大
成
功
と
共
に
開
始
さ
れ
た
労
働

者
団
体
を
樹
立
す
る
運
動
は
突
如
停
止
し
、
将
来
進
展
す
る
運
命
に
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

影
響
を
も
た
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
（
一
八
八
三
年
と
一
八
九
七
年
の
）

義
務
的
同
業
者
組
合
の
復
興
と
大
工
業
に
対
す
る
い
く
つ
も
の
措
置
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
複
数
投
票

制
と
同
じ
く
、
現
実
に
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
刻
印
を
帯
び
て
い
た
。
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
が
長
い
間
権
力
を

握
っ
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
そ
の
他
の
改
革
は
何
ら
宗
派
的
特
殊
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
。
労

働
省
の
創
設
（
一
八
九
五
年
）
、
作
業
場
の
規
則
に
関
す
る
法
律
（
一
八
九
五
年
）
、
労
働
契
約
に
関
す
る

法
律
（
一
八
九
六
年
及
び
一
八
九
九
年
）
、
労
働
災
害
に
関
す
る
法
律
（
一
八
九
九
年
）
、
労
働
契
約
お
よ

び
老
人
年
金
に
関
す
る
法
律
（
一
九
〇
〇
年
）
、
こ
れ
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
も
社
会
主
義
的
で
も
な
い
改

革
で
あ
る
。 
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階
級
に
つ
い
て
の
成
功
、
と
り
わ
け
ベ
ル
ギ
ー
お
よ
び
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
成
功
は
完
璧
で
あ
り
、
こ

の
階
級
の
運
命
の
目
に
見
え
る
改
善
を
結
果
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は

何
ら
新
し
い
も
の
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
社
会
主
義
者
の
成
功
が
、
最
初
に
協
同

組
合
を
創
設
し
て
労
働
者
の
生
活
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
に
専
心
し
た
事
実
に
由
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

ベ
ル
ギ
ー
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
成
功
は
、
最

初
に
宗
派
別
の
農
村
貸
借
金
庫
、
保
険
協
同
組
合
お
よ
び
互
助
会
、
購
入
販
売
組
合
、
社
会
的
地
下
酒
蔵
、

社
会
的
酪
農
、
ビ
ー
ル
醸
造
お
よ
び
蒸
溜
酒
の
創
設
、
近
代
耕
法
の
宣
伝
、
等
に
従
事
し
た
こ
と
に
主
と

し
て
起
因
す
る
（
１
）
。 

 

（
１
） 

我
々
の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
証
明
は
、（
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
）
自
由
主
義
者
た
ち
が
同
じ
よ
う
な

制
度
を
創
設
し
は
じ
め
た
場
合
に
も
彼
ら
は
同
じ
よ
う
に
満
足
す
べ
き
成
果
を
得
た
と
い
う
事
実
に
見
ら
れ
る
。 

   

社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
社
会
主
義
者
が
行
な
っ
た
こ
と
を
模
倣
し
て
、
工
業
労
働
者
の
あ
い
だ
で
は

大
き
な
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
最
近
、
迂
回
作
戦
を
取
っ
て
彼
ら
の
見
解
と
願
望

を
隠
し
て
、
よ
り
よ
い
結
果
を
得
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
多
く
の
国
で
彼
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
あ
る
い

は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
旗
印
の
下
に
政
治
的
観
点
か
ら
大
衆
を
煽
動
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
シ
ュ
テ

ッ
カ
ー
に
指
導
さ
れ
て
社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
が
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
派
は
民
衆
的
基
盤
を
失
っ
た
と
き
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
中
に
別
の
一
基
盤
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ

テ
ッ
カ
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て
地
主
の
一
部
を
引
き
つ
け
た
。
ナ
ウ
マ
ン
は
同
じ
綱
領
を
守
り
な
が
ら
も

そ
れ
を
少
し
民
主
主
義
的
に
し
て
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
お
よ
び
民
衆
に
も
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な

っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
三
党
派
す
な
わ
ち
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
、
封
建
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
、
デ

マ
コ
ー
グ
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
が
も
は
や
一
党
派
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
様
に

カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
的
行
動
は
時
に
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
手
法
を
借
用
し
て
い
る
。
我
々
は
か
く
し
て
、
宗
教

的
社
会
的
諸
党
派
を
ま
す
ま
す
政
治
行
動
の
方
向
に
引
っ
張
っ
て
い
く
一
運
動
に
遭
遇
し
て
い
る
（
１
）
。 

 

（
１
）
こ
の
場
合
ま
だ
こ
れ
ら
の
党
派
は
別
の
党
派
に
追
従
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
議
会
制
の
下
で
は
、
状
況
の
主
人
は

選
挙
民
を
最
も
引
き
つ
け
る
党
派
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
さ
ま
ざ
ま
な
党
派
の
間
の
闘
争
が
■
■
陣
地
に
向
け
ら
れ
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 
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宗
教
的
体
系
は
、
神
意
に
適
う
と
想
定
さ
れ
る
生
活
様
式
、
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
あ
る
種
の
宗
教

感
情
と
調
和
し
た
生
活
様
式
を
樹
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
感
情
は
、
独
自
の
神

と
い
う
具
体
的
な
形
式
を
対
象
と
し
て
も
た
な
く
と
も
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
仏
教
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
A
・
コ
ン
ト
が
そ
の
晩
年
に
構
想
し
た
よ
う
な
実
証
主
義

．
．
．
．
は
も
う
一
つ

の
例
で
あ
る
。
こ
の
実
証
主
義

．
．
．
．
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
共
通
す
る
特
徴
を
一
つ
な
ら
ず
持
っ
て
い
る
。
他
面

そ
れ
は
か
な
り
込
み
入
っ
た

カ
ル
ト

儀
式
を
持
っ
て
も
い
る
。
他
方
そ
れ
は
し
ば
し
ば
形
而
上
学
的
概
念
作
用
に

訴
え
る
。
そ
れ
は
混
合
的
体
系
で
あ
り
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
よ
っ
て
、
我
々
の
挙
げ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
第
一
に
も
第
二
に
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

我
々
は
、
社
会
主
義
組
織
は
私
有
財
産
を

小
限
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き

た
こ
と
を
見
た
。
社
会
主
義
組
織
は
そ
の
形
態
に
よ
っ
て
三
つ
の
大
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
．
宗
教
的
体
系
、
二
．
形
而
上
学
的
体
系
、
三
．
科
学
的
体
系
。
こ
う
し
た
分
類
は
言
う
ま
で
も

な
く
科
学
上
の
分
類
の
大
多
数
と
同
じ
く
何
ら
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
は
あ
る
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
、
他
の
一
部
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
、
と
い
っ
た
体
系
が
多
数
存
在
す
る
。 

 

我
々
は
既
に
序
論
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
容
易
に
生
じ
う
る
一
幻
想
に
注
意
す
る
よ
う
読
者
に

促
し
た
。
あ
る
考
え
方
、
構
想
に
つ
い
て
そ
の
論
理
的
価
値
を
検
討
す
る
た
め
に
長
い
時
間
を
要
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
価
値
が
大
き
な
実
践
的
重
要
性
を
も
つ
と
信
ず
る
い
わ
れ
は
な
い
。
こ
の
研
究
に
お

い
て
は
我
々
は
ホ
メ
ロ
ス
の
言
語
形
態
を
研
究
す
る
文
法
学
者
の
よ
う
に
振
る
舞
う
で
あ
ろ
う
。
要
す
る

に
こ
の
形
態
学
は
、
幾
世
代
も
の
人
々
を
喜
ば
せ
て
き
た
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
の
美
し
さ
―
こ
れ
は
何
か
別
の

言
語
形
態
の
使
用
と
い
っ
た
こ
と
と
は
全
く
異
な
る
理
由
に
よ
る
―
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
を
も
た
な
い
。 

 

大
多
数
の
社
会
主
義
的
シ
ス
テ
ム
は
実
践
的
適
用
法
を
も
た
な
い
、
単
な
る
精
神
に
お
け
る
構
想
に
と

ど
ま
っ
て
き
た
。
そ
し
て
時
に
現
存
す
る
体
制
の
な
か
に
社
会
主
義
的
シ
ス
テ
ム
の
い
く
つ
か
を
確
認
し

た
い
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
よ
り
徹
底
的
に
検
討
す
る
と
、
自
然
に
発
展
し
た
組
織
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
や
が
て
明
ら
か
に
な
る
。
人
は
そ
う
し
た
組
織
を
理
論
的
考
察
に
よ
っ
て
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に

正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
主
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
心
的
事

実
、
人
間
精
神
の
産
物
で
あ
る
。 

 
 

宗
教
的
、
形
而
上
学
的
、
科
学
的
体
系
へ
の
分
割
―
現
実
的
体
系
が
見
出
さ
れ
る
の
は
主
と
し
て
宗
教
的
体
系
に
お

い
て
で
あ
る
―
主
観
的
事
象
の
研
究
お
よ
び
改
革
者
の
中
心
的
議
論
―
貴
族
主
義
的
議
論
―
指
導
者
選
択
の
難
し
さ

―
「
適
格
人
間
」（hom

m
es com

pétents

）
と
い
う
詭
弁
―
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
そ
し
て
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

コ
ン
ト
―
統
一
の
議
論
―
生
産
の
「
無
政
府
」
は
我
々
の
無
知
の
結
果
で
あ
る
―
生
産
の
統
一
は
「
無
政
府
的
」
生

産
か
ら
結
果
す
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
も
の
の
喪
失
に
至
り
う
る
―
統
一
は
あ
ら
ゆ
る
進
歩
を
破
壊
し
た

―
サ
ン
・
シ
モ
ン
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
―
統
一
に
達
す
る
た
め
の
強
制
―
統
一
の
議
論
に
お
け
る
真
実
な
も

の
―
新
し
い
も
の
嫌
い
―
社
会
的
問
題
は
質
的
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
量
的
で
あ
る
―
こ
の
真
理
の
忘
却
か
ら
生
ま

れ
る
詭
弁
―
統
一
は
宗
教
感
情
の
助
け
に
よ
っ
て
し
か
ほ
と
ん
ど
獲
得
さ
れ
え
な
い
―
利
益
と
不
都
合
、
宗
教
と
迷

信
と
の
貸
借
対
照
表
―
感
情
を
変
え
る
た
め
の
効
果
的
措
置
の
難
し
さ
―
政
府
は
し
ば
し
ば
で
た
ら
め
に
行
動
す
る
。 

第
六
章 

理
論
的
体
系 
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い
ま
当
面
国
家
社
会
主
義
を
別
に
す
れ
ば
、
ま
た
我
々
が
既
に
述
べ
た
三
つ
の
部
類
に
の
み
関
心
を
集

中
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
体
系
の
う
ち
で
宗
教
的
体
系
が

も
実
践
的
な
適
用
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
社
会
組
織
を
変
革
す
る
た
め
に
は

人
々
の
性
格
も
ま
た
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
察
を
確
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

宗
教
的
情
熱
は
こ
の
よ
う
な
変
革
を
可
能
な
ら
し
め
る

大
の
力
の
一
つ
で
あ
る
。
宗
教
的
情
熱
は
、
そ

の
効
果
が
、
逆
の
方
向
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
人
を
し
て

小
の
努
力
で
も
っ
て

大
量
の
享
楽
を
得

し
む
べ
く
突
き
進
ま
せ
る
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
本
能
に
匹
敵
す
る
、
唯
一
強
烈
な
情
熱
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
性
愛
の
み
が
こ
れ
と
比
較
し
う
る
。
性
愛
は
し
か
し
他
の
点
で
は
宗
教
的
情
熱
に
は
著
し

 

形
而
上
学
的
体
系
は
、
宗
教
原
理
と
同
じ
く
、
経
験
に
よ
る
制
裁
を
免
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
原
理
に

従
っ
て
人
々
の
行
動
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
而
上
学
は
理
性
に
訴
え
る
の
に

対
し
て
、
宗
教
は
感
情
に
語
り
か
け
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
共
和
国
』
は
形
而
上
学
的
体
系
の
原
型
で
あ
る
。 

 

宗
教
的
な
社
会
主
義
体
系
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
仏
教
僧
の
も
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
士
の
も
の
、
シ
ェ

イ
カ
ー
ズ
の
も
の
、
等
、
我
々
が
既
に
見
た
多
数
の
体
系
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

昔
の
形
而
上
学
者
は
、
幸
福
と
、
彼
ら
が
理
解
す
る
限
り
で
の
叡
智
と
の
、
一
致
を
証
明
し
よ
う
と
試

み
た
。
叡
智
が
不
幸
で
あ
る
こ
と
は
彼
ら
に
よ
れ
ば
あ
り
え
な
か
っ
た
（
１
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

良
の
国
家
運
営
は
全
て
の
人
に

大
の
幸
福
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
幸
福
は
留
保
付
き
の
徳
で

は
な
く
単
純
な
徳
、
美
と
善
を
目
標
と
す
る
徳
を
行
使
す
る
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
（
２
）
。 

 
宗
教
的
体
系
は
形
而
上
学
的
体
系
と
同
じ
く
、
組
織
の
経
済
的
側
面
、
人
々
の
地
上
に
お
け
る
幸
福
を

二
次
的
な
位
置
に
置
く
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
地
上
に
お
け
る
幸
福
が
達
成
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
付
随
的
に
の
み
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
一
方
で
全
く
別
の
目
的
を
追

求
し
て
い
る
な
か
で
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

科
学
的
体
系
は
地
上
に
お
け
る
人
々
の
幸
福
を
探
求
し
、
観
察
、
経
験
、
そ
し
て
論
理
を
行
使
す
る
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
行
使
し
よ
う
と
試
み
る
。
勿
論
こ
う
し
た
方
法
を
た
ど
る
に
お
い
て
も
間
違
う
こ

と
は
あ
り
う
る
。
観
察
が
不
完
全
で
あ
っ
た
り
誤
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
論
証
が
不
正
確
で
あ
っ
た

り
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
、
方
法
の
適
用
に
お
け
る
誤
謬
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
方
法
そ

の
も
の
の
誤
謬
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
体
系
は
少
な
く
と
も
そ
の
理
論
的

部
分
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義

．
．
．
．
．
．
の
社
会
主
義
で
あ
る
。
実
践
に
お
い
て
は
理
性
は
し
ば
し
ば
、
多
数
の

宗
教
感
情
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
も
可
能
な
諸
感
情
に
場
所
を
ゆ
ず
る
。 

（
２
） 

『
政
治
学
』
Ⅶ
、
一
二
，
三
．
本
文
で
は
単
に
（
ギ
リ
シ
ア
語
二
行
）
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
数
語

に
よ
る
言
い
換
え
な
し
に
は
訳
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
基
本
的
な
概
念
は
美
で
は
あ
る
が
、
善
、
誠
実
、
名
誉
、

栄
光
、
適
切
、
と
い
っ
た
付
随
的
観
念
が
加
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
中
に
は
等
価
語
を
も
た

な
い
一
語
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。 

（
１
） 

プ
ラ
ト
ン
『
共
和
国
』
第
一
巻
全
体
を
参
照
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
正
義
は
幸
福
で
あ
り
、
不
正
の
人
は
不

幸
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。p.

3
5
4
,
 
a
.

■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一
行
）
■
、
セ
ネ
カ
、
『
賢
者
の
堅

忍
不
抜
に
つ
い
て
』Sapiens nullius m

ali est patiens. 

キ
ケ
ロ
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
、
Ⅱ
．（
ギ
リ
シ
ア
語
二

行
）
、 In quo virtus sit, ei nihil deesse ad beate vivendum

. 

や
や
異
な
る
意
味
で
、
ア
リ
ス
テ
レ
ス
『
政

治
学
』
Ⅶ
、
一
、
五
．（
ギ
リ
シ
ア
語
二
行
）「
各
人
は
徳
と
叡
智
を
持
つ
に
応
じ
て
幸
福
を
受
け
取
る
。
」 
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た
と
え
改
革
者
た
ち
の
論
証
が
著
作
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
根
本
に
お

い
て
は
大
き
な
統
一
性
を
有
し
て
お
り
、
す
べ
て
少
数
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

 

先
の
諸
章
に
お
い
て
我
々
は
現
実
的
体
系
を
検
討
し
た
。
つ
ま
り
我
々
の
関
心
は
客
観
的
現
象
に
あ
っ

た
。
い
ま
や
我
々
は
主
観
的
現
象
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

か
く
し
て
我
々
が
客
観
的
事
象
を
考
え
る
場
合
に
は
、
全
て
の
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の
社
会
主

義
体
系
は
き
わ
め
て
広
い
意
味
に
お
け
る
宗
教
体
系
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
お
そ
ら
く
よ
り
一
般
的
な
命

題
の
特
殊
事
例
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
感
情
は
現
存
す
る
す
べ
て
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の

基
礎
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
主
観
的
現
象
を
考
え
る
場
合
に
は
、
形
而
上
学
的
社
会
主
義
体
系
と

科
学
的
社
会
主
義
体
系
は
理
念
的
体
系
の
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
実
践
的
体
系
の
観
点
か
ら
も
、
非
常

に
大
き
な
重
要
性
を
獲
得
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
に
は
宗
教
感
情
に
屈
服
し
て
い
る
人
々
も
、
形
而
上

学
的
体
系
あ
る
い
は
科
学
的
体
系
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
に
際
し
て
は
自
ら
を
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

科
学
的
体
系
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
大
き
な
進
展
に
よ
っ
て
ま
ど
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

近
く
で
観
察
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
大
衆
の
中
で
の
こ
の
よ
う
な
進
展
は
、
科
学
的
説
得
よ
り
も
む

し
ろ
宗
教
感
情
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
軽
率
な
熱
狂
に
大
部
分
は
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
１
）
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
自
称
す
る
人
物
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
が
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
読
み
理
解
し
た

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
比
率
は
多
分
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
自
称
す
る
人
々
の
中
で
聖
書
を
読
み
思
索
し
た
人
々

が
ど
の
く
ら
い
い
る
か
を
調
べ
た
場
合
に
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
比
率
と
余
り
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

形
而
上
学
的
体
系
は
実
践
的
適
用
例
を
も
た
な
い
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
。
こ
の
体
系
は
せ

い
ぜ
い
国
家
社
会
主
義
の
場
合
の
よ
う
に
、
全
く
別
の
原
因
に
よ
る
適
用
例
を
正
当
化
す
る
の
に
役
立
つ

だ
け
で
あ
る
。
形
而
上
学
は
非
常
に
少
数
の
哲
学
者
の
み
を
引
き
つ
け
る
情
熱
、
大
多
数
の
人
間
に
は
絶

対
に
影
響
し
な
い
情
熱
の
表
現
で
あ
る
。 

く
劣
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
範
囲
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
は
る
か
に
小
さ
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
が
作
用
す
る
の
は
実
際
人
生
に
お
け
る
か
な
り
短
い
期
間
だ
け
で
あ
り
、
一
人
の
人
物
あ
る
い

は
少
数
の
人
物
の
た
め
に
の
み
犠
牲
を
課
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
領
域
か
ら
は
、
大
多
数
の
動
物
に
お

い
て
、
母
性
愛
も
顕
著
に
発
達
す
る
。
し
ば
し
ば
宗
教
感
情
と
混
同
さ
れ
る
祖
国
愛
、
あ
る
集
団
へ
の
献

身
、
自
尊
心
、
虚
栄
心
と
い
っ
た
そ
の
他
の
情
熱
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
感
情
に
勝
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し

か
し
そ
れ
ら
の
効
果
が
何
人
か
の
個
人
に
と
っ
て
、
そ
し
て
多
少
と
も
長
い
期
間
、
強
烈
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
一
国
の
す
べ
て
の
人
間
に
一
時
代
全
体
を
通
じ
て
拡
が
る
と
い

う
こ
と
は
例
外
的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。 

（
１
） 

イ
タ
リ
ア
社
会
党
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
るP

h
i
l
i
p
p
e
 
T
u
r
a
t
i

は
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
的
な
理
由
で
一
九
〇
〇
年

十
二
月
に
ジ
ェ
ノ
バ
で
勃
発
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
我
々
の
観
察

を
間
接
に
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
人
々
を
巻
き
込
ん
で
社
会
を
刷
新
す
る
の
は
―
と
彼
は
言
う
―
周
囲
の
状

況
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
…
『
資
本
論
』
を
誰
一
人
と
し
て
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
の
『
共
産
党
宣

言
』M

a
n
i
f
e
s
te

の
綴
り
を
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
こ
の
粗
野
な
港
湾
労
働
者
た
ち
は
い
か
に
し
て
理
解
し
、
一

つ
の
魂
、
一
つ
の
心
に
な
っ
た
の
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
社
会
の
血
液
を
止
め
る
た
め
に
は
、
首
を
た
て
に
振

る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。
」
（Critica Sociale, 1

er janvie
r
 1
9
0
0
.

）
さ
ら
に
非
常
に
多
く
の
社
会
主
義
者

が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
社
会
主
義
は
近
代
に
お
け
る
偉
大
な
宗
教
で
あ
る
。
」 
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知
的
道
徳
的
に
他
よ
り
も
優
れ
た
人
々
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
優
れ
た
人
々
が
他
の
人
々
を

指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
用
性
の
総
体
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
と
結
論
す

 

貴
族
主
義
的
議
論
は
人
の
選
択
に
つ
い
て
の
困
難
を
解
決
し
な
い
。
そ
れ
は
問
題
を
ず
ら
せ
る
だ
け
で

あ
る
。
問
題
は
い
ま
や
、

良
、

有
能
、
そ
の
他
類
似
の
用
語
の
定
義
に
あ
る
。 

 

良
か
つ

有
能
の
人
間
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
も
し
、
そ
れ
は
あ
る
職
務
を
果
す
の
に

も
適
し
た

人
間
の
こ
と
で
あ
る
と
答
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
命
題
は
同
義
反
復
に
な
る
。
こ
の
命
題
は
、

も
適
し
た

人
は
よ
り
適
し
て
い
な
い
人
よ
り
も
あ
る
職
務
を
よ
り
よ
く
果
す
、
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

我
々
に
全
く
何
も
教
え
な
い
。
も
し
こ
の
命
題
が
自
明
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
表
明
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ

れ
は
別
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「

良
に
し
て

有
能
」
と
い
う
概
念
は
、
不

確
定
の
形
の
も
と
に
同
意
を
獲
得
し
た
後
で
は
、
明
確
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
一
定
の
財
産
、
出

生
、
教
育
を
有
し
、
一
定
の
手
続
き
等
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
一
人
物
、
と
い
う
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に

な
る
。
か
く
し
て
、

良
に
し
て

有
能
の
人
物
は
劣
等
に
し
て
無
能
の
人
物
よ
り
も
あ
る
職
務
を
よ
り

よ
く
取
り
仕
切
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
言
葉
の
手
品
に
よ
っ
て
、
例
え
ば

貴
族
で
あ
り
裕
福
で
も
あ
る
人
物
は
、
生
ま
れ
の
卑
し
い
貧
乏
な
人
間
よ
り
も
そ
の
職
務
を
よ
り
よ
く
取

り
仕
切
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
人
々
は
認
め
た
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
種
の
議
論
に
つ
い
て
な
さ
る
べ
き

初
の
観
察
は
―
し
か
も
こ
れ
は
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
議

論
に
つ
い
て
も
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
―
、
そ
れ
が
多
義
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
一
般
に
、
事
柄
の
表
面
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
に
同
意

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

貴
族
主
義
的

．
．
．
．
．
議
論
と
い
う
表
現
で
、
「

も
秀
れ
た
る
者
」
が
統
治
す
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
い
は
よ
り
一

般
的
に
、
社
会
組
織
に
お
い
て
は
各
職
務
は
「

優
秀
に
し
て

も
有
能
な
者
」
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
議
論
を
意
味
す
る
も
の
と
し
よ
う
。
こ
の
言
葉
が
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
が
、
論
者
の
批
判
す
る
体
系
は
提
起
さ
れ
た
目
的
を
達
成
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
長
々
と

論
じ
ら
れ
、
彼
ら
が
推
奨
す
る
体
系
は
そ
う
し
た
目
的
を
達
成
す
る
で
あ
ろ
う
と
断
言
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
論
証
は
お
ざ
な
り
で
あ
り
、
提
案
は
大
抵
の
場
合
自
明
の
こ
と
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
議
論
は
今
日
で
は
や
や
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
現
在
ま
で
き
わ
め
て
大
き
な
重
要
性
を
も

っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
多
分
将
来
に
お
い
て
再
び
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

改
革
者
た
ち
が
専
念
す
る
の
は
主
と
し
て
統
治
組
織
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
無
政
府
主
義
者
を

除
け
ば
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
国
家
行
為
の
境
界
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

人
の
選
択
の
問
題

．
．
．
．
．
．
．
―
こ
の
問
題
は
新
た
な
社
会
組
織
体
系
の
す
べ
て
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
る
。
新
し
い

組
織
体
系
の
創
始
者
た
ち
は
一
般
に
、
彼
ら
が
改
革
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
社
会
に
お
け
る
選
択
が
不
完

全
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
に
骨
を
折
る
。
と
は
い
え
彼
ら
の
仕
事
は
容
易
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
点
に

つ
い
て
完
璧
の
域
に
近
づ
い
て
い
る
社
会
は
誰
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
彼
ら
の
提
案

す
る
選
択
体
系
の
方
が
取
り
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
よ
い
と
い
う
こ
と
の
証
明
は
お
ろ
そ
か

に
す
る
。
か
く
し
て
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
に
つ
い
て
は
長
々
と
論
証
し
、
逆
に
怪
し
げ
な
、
信

用
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
軽
く
さ
っ
と
走
り
抜
け
る
。 

れ
ゆ
え
各
体
系
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
同
じ
こ
と
を
繰
返
さ
な
く
と
も
済
む
よ
う
に
、
原
理
的
な
も
の

を
検
討
す
る
の
が
好
都
合
で
あ
ろ
う
。 
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二
．
別
の
種
類
の
能
力
が
存
在
す
る
。
し
ば
し
ば
企
業
に
お
い
て
、
技
術
的
能
力
は
財
政
的
能
力
と
は

異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
対
立
す
る
。
中
国
の
体
系
は

も
有
能
な
高
官
を
各
地
位
に
配
す
る
こ 

 

一
般
に
支
配
者
は
、
自
ら
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
信
じ
、
そ
の
職
務
の
た
め
に
非
常
な
高
額
を
支

払
わ
せ
る
傾
向
を
有
す
る
。
そ
こ
で
一
定
の
状
況
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
有
能
で
は
な
い
が
あ
ま
り
要
求

が
ま
し
く
も
な
い
人
間
の
方
が
結
局
の
と
こ
ろ
国
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。 

 

い
く
つ
か
の
地
方
で
は
医
者
も
多
く
な
り
す
ぎ
た
。
こ
れ
は
医
者
達
が
そ
の
見
識
の
名
に
お
い
て
要
求

す
る
措
置
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
は
な
い
。
う
わ
べ
で
は
、
病
人
の
利
益
の
た
め
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
彼

ら
自
身
の
金
銭
的
利
益
の
た
め
に
要
求
す
る
措
置
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
大
部
分
の
国
に
お
い
て
医
者

た
ち
は
外
国
人
の
医
者
を
排
斥
す
る
た
め
に
保
護
主
義
的
措
置
を
獲
得
し
た
。
も
し
貴
方
が
Ｘ
国
に
い
て
、

貴
方
の
利
益
は
当
然
Ｘ
国
の
免
状
を
も
つ
医
者
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
お
り
、
同
じ
く
Ｙ

国
の
免
状
を
も
つ
医
者
は
貴
方
を
確
実
に
死
な
せ
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
移
動
し
て
国

境
を
越
え
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
唯
一
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
Ｙ

国
の
免
状
を
有
す
る
医
者
で
あ
り
、
Ｘ
国
の
免
状
を
も
つ
医
者
は
一
人
の
無
知
な
人
間
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

イ
タ
リ
ア
で
は
、
処
方
箋
は
薬
局
で
一
回
し
か
用
い
な
い
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
き
た
。
薬
を
新
た
に
出
す

た
め
に
医
者
を
二
回
訪
れ
る
こ
と
を
病
人
に
強
制
す
る
目
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
医
者
が
病
人
に
対
し

て
二
日
続
け
て
下
剤
を
摂
る
よ
う
に
と
処
方
す
る
際
の
医
者
の
見
識
に
疑
問
を
呈
す
る
人
は
誰
も
い
な
い
。

し
か
し
人
が
医
者
に
疑
問
を
感
ず
る
の
は
、
病
人
が
そ
の
た
め
に
二
回
医
者
を
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
決
定
す
る
際
の
能
力
に
つ
い
て
で
あ
る
。N

e sutor ultra crepidam
.

（
靴
に
加
え
て
靴
屋
ま
で
か
か

え
込
む
な
か
れ
？
） 

 

い
く
つ
か
の
問
題
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
．
人
は
無
知
に
よ
っ
て
罪
を
犯
す
こ
と
が
あ
り

う
る
が
、
ま
た
、
利
害
に
よ
っ
て
罪
を
犯
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
技
術
的
能
力
は

初
の
罪
を
避
け
さ
せ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
第
二
の
罪
を
避
け
さ
せ
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
。
パ
ン
屋
の
同
業
者
組
合

は
―
多
数
の
留
保
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
は
あ
ろ
う
が
―
、
多
分
可
能
な

良
の
条
件
に
お
い
て

パ
ン
を
製
造
す
る
能
力
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
く
、
可
能
な

高
の
値
段
で
そ
れ
を
売
る
能
力
も

有
す
る
で
あ
ろ
う
。

初
の
事
情
は
パ
ン
を
食
す
る
人
々
に
と
っ
て
有
利
で
あ
り
う
る
が
、
第
二
の
事
情

は
全
く
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
う
る
悪
弊
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
薬

屋
に
与
え
ら
れ
て
い
る
保
護
の
結
果
を
検
討
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
場
合
、
職
務
を
取
り
仕
切
る
能
力
の

有
用
性
と
必
要
性
は
自
明
で
あ
る
。
一
人
の
無
知
な
人
間
の
あ
や
ま
ち
は
一
人
の
人
間
の
死
を
招
来
し
う

る
。
不
幸
に
し
て
こ
の
能
力
は
企
業
の
経
済
的
部
分
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
遂
に
は
ま
さ
し
く
病
気
の
市
民

か
ら
の
税
金
の
先
取
り
に
ま
で
至
っ
た
。
薬
屋
は
公
権
力
に
よ
っ
て
、
有
利
な
協
定
料
金
を
与
え
ら
れ
て

い
た
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
独
占
に
よ
っ
て
容
易
に
な
っ
て
い
た
協
約
に
よ
っ
て
そ
れ
を
設
定
し
た
。
こ

う
し
て
彼
ら
は
儲
け
を
増
や
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
薬
屋
の
営
業
が
自
由
な
と
こ
ろ
で
は
こ
の
儲
け
が
新

た
な
競
争
者
を
出
現
さ
せ
、
結
果
と
し
て
こ
の
儲
け
は
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
儲
け
を
増
や

す
た
め
に
は
、
再
び
薬
屋
の
特
権
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
特
権
は
儲
け

の
恒
久
的
な
増
大
で
は
な
く
、
特
権
階
級
の
人
員
の
増
大
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
特
権
階
級
は
い
く
つ
か

の
地
方
で
は
絶
対
的
に
過
剰
で
あ
り
、
ご
く
稀
に
処
方
箋
を
つ
く
る
以
外
に
は
一
日
中
ほ
と
ん
ど
何
も
せ

ず
、
社
会
の
真
の
寄
生
者
と
し
て
生
き
て
い
る
。 

る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
条
件
命
題
を
肯
定
命
題
に
取
り
か
え
、
こ
の
よ
う
な
効
果
が
現
実
に

も
生
ず
る
と
言
明
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
は
何
も
な
い
。 
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五
．
こ
の
場
合
、

後
に
、
形
而
上
学
を
基
礎
と
す
る
命
題
の
場
合
と
同
じ
く
、
幸
福
と
い
う
も
の
は

本
質
的
に
主
観
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
る
。
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
夕
食
の
た
め
に
非
常

に
有
能
な
中
国
料
理
人
を
も
つ
こ
と
は
、
彼
が
中
国
料
理
を
好
ま
な
い
場
合
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

近
代
の
禁
欲
家
が
少
し
く
忘
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
は
、
人
に
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
力
ず
く
で
強
い
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ピ
ュ
ル
ゴ
ン
氏
が
哀
れ
な
ア
ル
ガ
ン
を
、
消
化
不
良
そ
の
他
の
病
気
に

す
る
ぞ
と
言
っ
て
脅
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
禁
欲
家
が
、
ワ
イ
ン
を
飲
ん
だ
り
、
肉
を
食
べ
た
り
、
あ
る
い

は
若
い
女
性
の
素
敵
な
可
愛
ら
し
い
顔
を
眺
め
た
り
す
る
ほ
ど
に
不
謹
慎
な
人
間
の
あ
り
方
に
対
し
て
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
罪
で
も
っ
て
脅
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
我
々
は
笑
っ
て
い
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
彼
ら
が
憲
兵
隊
と
罰
金
徴
収
官
の
助
け
を
得
つ
つ
彼
ら
の
考
え
方
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す

る
と
き
に
は
、
彼
ら
は
は
っ
き
り
と
有
害
に
な
る
（
１
）
。
こ
の
よ
う
な
人
物
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
形
で
自

ら
の
同
胞
の
幸
福
に
専
念
す
る
と
き
、
子
供
が
悲
し
げ
で
不
幸
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た

母
親
が
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
逸
話
が
思
い
出
さ
れ
る
。
「
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
私
は
そ
ん
な

感
じ
が
子
供
た
ち
か
ら
な
く
な
る
よ
う
に
一
日
中
彼
ら
を
鞭
で
叩
い
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
成
功
で
き
な
い

で
い
ま
す
。
」 

 

四
．
道
徳
的
良
質
性
は
、
社
会
組
織
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
能
力
に
つ
い
て
よ
り
も
一
層
把
握
が

難
し
い
。
そ
れ
を
理
解
す
る
方
法
は
ほ
と
ん
ど
党
派
の
数
と
同
じ
だ
け
存
在
す
る
。

良
者
が
統
治
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
み
て
も
人
々
の
選
択
に
つ
い
て
は
何
の
足
し
に
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
各

党
派
が

良
者
は
彼
ら
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

三
．
技
術
的
能
力
は
し
ば
し
ば
定
型
行
動

ル

ー

テ

ィ

ン

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
同
業
組
合
と
か
ア
カ
デ
ミ
ー
、
学
会
、

政
治
団
体
等
の
よ
う
な
人
為
的
に
構
成
さ
れ
る
団
体
は
、
一
定
の
信
条
に
閉
じ
こ
も
り
、
芸
術
科
学
の
活

動
を
停
滞
さ
せ
、
革
新
を
い
ず
れ
に
し
て
も
排
除
す
る
、
非
常
に
顕
著
な
傾
向
を
有
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
人
間
精
神
に
お
け
る

も
確
認
し
や
す
い
傾
向
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
は
豊
富
で
あ
り
、
こ
こ
で

い
ち
い
ち
挙
げ
る
に
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
組
合
と
か
団
体
に
属
し
て
お
ら
ず
、
無
資
格

者
と
さ
れ
て
い
る
人
々
が
、
ル
ー
テ
ィ
ン
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
障
害
を
時
折
蹴
散
ら
し
に
来
る
こ
と

は
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
偉
大
な
発
明
者
の
大
部
分
は
「
無
資
格
者
」
の
隊
列
か
ら
出
た
ば
か
り
で
な
く
、

し
ば
し
ば
、
あ
ま
り
分
別
が
な
い
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。
一
般
に
人
が
あ
る
種
の
事
柄
に
つ
い
て
有
能
で

あ
る
と
し
て
大
き
な
信
用
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ま
さ
に
彼
の
頭
脳
が
新
し
い
観
念
を
受
け
入
れ

る
の
に
は
余
り
適
さ
な
く
な
る
年
代
に
お
い
て
で
あ
る
。 

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
能
力
は
純
粋
に
文
学
的
な
能
力
で
あ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

実
践
的
能
力
と
は
非
常
に
遠
い
関
連
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
を
官
吏
募
集
の
基
礎
と

し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
体
系
は
、
大
し
て
で
は
な
い
が
、
い
ま
少
し
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
い

く
つ
か
の
国
で
は
政
治
家
は
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
が
、
彼
ら
は
選
挙
に
お
け
る
策
謀
、
群
衆
に

喜
ば
れ
彼
ら
を
引
き
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
弁
舌
を
喋
々
す
る
こ
と
に
は
、
一
般
に
き
わ
め
て
有
能
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
能
力
が
経
済
的
社
会
的
諸
問
題
を
解
決
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
能

力
に
対
し
て
有
す
る
関
連
は
、
料
理
術
が
天
体
力
学
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
に
対
し
て
有
す
る
関
連
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。 

（
１
） 

一
九
〇
一
年
ソ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
卿
は
上
院
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
卓
抜
な
演
説
を
し
た
。
司
教
や
大
司
教
と
い
っ

た
宗
教
界
の
大
立
物
に
よ
っ
て
強
力
に
推
さ
れ
て
い
た
「
禁
酒
」
法
案
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
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ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
（M

em
., III, 9

）
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

優
秀
者
を
選
択

す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
統
治
者
は
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
統
治
者
は
服
従
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
船
の
上
で
指
揮
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
が
一
人
い
る
場
合
、
操
縦
者

と
そ
の
他
の
船
乗
り
は
彼
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
農
業
に
お
け
る
土

地
所
有
者
、
病
気
の
場
合
に
お
け
る
病
人
、
等
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
同
一
視
に
お
い
て
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
忘
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
が
農
業
経
営
者
あ
る
い
は
医
者
の
指
示
処
方
に
従
う
の
は
そ
れ
ら
が

正
し
い
と
納
得
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
し
か
る
に
統
治
者
に
よ
る
指
示
の
場
合
に
は
力

ず
く
で
従
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
医
者
の
忠
告
に
満
足
し
な
い
個
人
は
医
者
を
変
え

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
単
独
で
は
政
府
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
自
分
の
医

者
を
い
ず
れ
に
し
て
も
部
分
的
に
は
経
験
に
よ
っ
て
選
ぶ
の
で
あ
る
が
、
彼
が
服
従
す
る
政
府
は
、
多
数

者
、
伝
統
、
状
況
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
、
等
に
よ
っ
て
彼
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
方
は
非
常
に
プ
ラ
ト
ン
の
気
に
入
り
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
『
共
和
国
』
の
議
論

の
中
心
に
据
え
、
彼
に
と
っ
て
は
ど
ん
な
種
類
の
困
難
を
解
決
す
る
に
も
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
。
各
市

民
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
適
し
た
仕
事
の
み
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い

る
（R

ep.,p.433a

）
。
「
正
義
は
自
ら
の
仕
事
に
没
頭
す
る
こ
と
に
あ
り
、
他
人
の
仕
事
に
首
を
突
っ
込
む

こ
と
に
は
な
い
」
（p.433b

）
。
こ
う
い
う
風
に
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
は
た
だ
分
業
の
み
を
考
え

て
い
た
と
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
欲
し
て
い
る
の
は
そ
れ
以
上
の
何
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
個
人

が
一
定
の
職
業
領
域
に
隔
離
さ
れ
、
社
会
が
カ
ー
ス
ト
に
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
主
要
な

困
難
を
言
い
抜
け
て
い
る
。
そ
れ
は
人
々
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
選
択
し
彼
ら
を
各
カ
ー
ス
ト
に
配
分
す
る
困

難
で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
寓
話
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
る
。
市
民
を
作
っ
た
神
は
一
方
の
組
成
の
う
ち
に
金

を
混
え
た
。
そ
れ
が
統
治
者
た
ち
で
あ
る
。
他
方
の
組
成
の
う
ち
に
は
銀
を
混
え
た
。
そ
れ
が
戦
士
た
ち

で
あ
る
。
さ
ら
に
別
の
組
成
の
う
ち
に
は
青
銅
を
混
え
た
。
そ
れ
が
労
働
者
た
ち
で
あ
る
（III, p.415

）
。 

彼
は
各
種
族
は
永
続
す
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
。
し
か
し
あ
る
種
族
が
別
の
種
族
に
属
す
る
子
供
を
生

ん
だ
場
合
に
は
当
局
は
そ
の
子
供
を
一
方
の
種
族
か
ら
別
の
種
族
に
移
行
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
論

は
ド
ゥ
・
ラ
プ
ー
ジ
ュ
（de Lapouge

）
氏
の
理
論
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
著
者
に
と
っ
て
は
金
の
種

族
と
は
金
髪
長
頭
の
種
族
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
本
当
に
、
頭
蓋
骨
の
形
状
と
か
、
髪
や
眼
の
色
と
い

っ
た
外
的
徴
表
に
よ
っ
て
人
々
の
性
格
や
適
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

良
の
社
会

組
織
と
い
う
課
題
は
容
易
に
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
不
幸
に
し
て
こ
う
し
た
理
論
は
現
実
と
の
関
係
に

お
い
て
い
ま
だ
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
人
間
を
選
ぶ
手
段
と
し
て
彼
ら
が
よ
く
知
っ
て

 

大
司
教
は
獲
ら
ぬ
狸
の
皮
算
用
で
、
議
会
は
発
酵
性
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
小
売
に
関
す
る
決
定
的
な
措
置
を
取
ろ

う
と
し
て
い
る
と
言
明
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
司
教
は
上
院
に
お
け
る
「
禁
酒
」
法
案
の
偉
大
な
勝
利
を
予
言
し
て
い

た
。
し
か
し
上
院
は
こ
の
法
案
を
廃
棄
し
た
。
ソ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
卿
は
、
市
民
を
子
供
と
し
て
扱
う
「
父
権
的
」

政
府
を
イ
ギ
リ
ス
に
設
け
る
と
い
う
考
え
方
に
強
力
に
反
対
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。
飲
む
の
が
好
き
な
人
に
は
飲

ま
せ
て
お
け
ば
よ
い
、
人
の
こ
と
に
口
出
し
す
る
な
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
使
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
はf

r
e
e
 

b
e
t
t
e
r
 
t
h
a
n
 
s
o
b
e
r

、
禁
酒
し
て
い
る
よ
り
は
自
由
な
方
が
よ
い
、
の
で
あ
る
。 

ソ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
卿
の
言
葉
は
市
民
各
自
の
自
尊
心
、
独
立
心
、
個
人
責
任
に
訴
え
、
あ
た
か
も
市
民
は
自
分
に

と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
を
、
国
家
主
義
の
こ
ち
こ
ち
の
信
奉
者
や
法
律
を
制
定
す
る
政
治
家
と
同
じ
よ
う
に
は
知

ら
な
い
か
の
よ
う
に
、
食
べ
る
こ
と
、
飲
む
こ
と
、
は
て
は
些
細
な
罪
の
な
い
楽
し
み
に
至
る
ま
で
規
制
し
よ
う

と
す
る
、
こ
う
し
た
人
々
の
泣
き
言
の
我
々
の
国
に
お
け
る
響
き
を
を
少
々
変
化
さ
せ
て
い
る
。 
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プ
ラ
ト
ン
に
作
用
し
た
の
と
同
じ
原
因
が
今
日
で
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
に
作
用
し
、
彼
を
同
じ

結
論
に
導
い
た
。
自
由
主
義
的
で
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
要
素
を
も
た
な
い
理
念
が
流
行
し
て
い
た
時
代
に
生

き
た
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
驚
く
べ
く
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
似
た
体
系
に
、
反
動
に
よ
っ
て
帰
還
し

（
１
）
、
こ
の
体
系
か
ら
、
彼
自
身
の
権
威
に
お
い
て
教
皇
を
作
り
出
す
。
フ
ラ
ン
ス
民
主
制
の
、
実
際
非

常
に
凡
庸
な
選
択
の
目
撃
者
と
し
て
彼
は
民
主
主
義
の
敵
対
者
と
な
り
、
想
像
し
う
る
限
り

も
完
璧
な

専
制
主
義
を
樹
立
す
べ
き
選
択
体
系
を
構
想
す
る
。
さ
ら
に
原
理
に
つ
い
て
は
彼
は
ほ
と
ん
ど
何
も
新
し

い
も
の
は
生
み
出
さ
ず
、
し
ば
し
ば
プ
ラ
ト
ン
の
理
念
を
水
増
し
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン

は
、
彼
の
「
共
和
国
」
は
哲
学
者
た
ち
が
支
配
者
に
な
る
と
き
に
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
そ
し

て
コ
ン
ト
は
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
至
高
の
精
神
的
権
威
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
公

的
権
力
を
判
断
す
る
た
め
に
そ
の
理
性
を
大
胆
に
行
使
す
る
人
々
に
対
し
て
、
あ
ま
り
軽
蔑
心
を
も
た
な

い
。
「
否
定
的
形
而
上
学
―
ま
ず
第
一
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
次
に
は
理
神
論
の
形
而
上
学
―
は
、
た
し

か
に
非
常
な
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
え
た
。
…
我
々
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
而
上
学
的
諸
制
度
は
、
全

て
の
市
民
に
対
し
て
社
会
的
評
価
の
た
め
の
一
般
的
方
法
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
体
系
を
…
直

接
に
公
認
し
た
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
特
殊
な
判
断
者
は
不
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。（
２
）
」
幸
い
な
こ
と

に
実
証
的
教
義
が
秩
序
を
与
え
に
や
っ
て
来
る
。
そ
の
教
義
は
「
二
つ
の
社
会
的
権
力
の
正
常
な
分
離
を

も
た
ら
す
」
（I, p.149

）
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
「
公
的
権
力
は
今
後
は
、
命
令
し
よ
う
と
す
る
学

者
、
教
育
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
を
す
べ
て
、
攪
乱
的
で
も
あ
り
時
代
遅
れ
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
、
枯

 

民
衆
が
こ
の
よ
う
な
感
情
に
引
っ
張
ら
れ
る
と
き
に
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
の
は
革
命
で
あ
る
。
革
命
の

も
明
瞭
な
効
果
は
一
方
の
政
治
家
た
ち
に
よ
る
支
配
に
他
方
の
政
治
家
た
ち
に
よ
る
支
配
を
代
置
す
る

こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
ア
テ
ネ
民
主
主
義
に
よ
る
選
択
は
近
代
の
民
主
主
義
に
よ
る
選
択
に
比
べ

て
は
る
か
に
不
見
識
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
し
、
後
者
も
一
般
に
、
寡
頭
制
、
君
主
制
、
あ
る
い
は

貴
族
制
に
よ
る
選
択
よ
り
も
は
る
か
に
不
見
識
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
け
る
統

治
者
の
選
択
、
ロ
シ
ア
官
僚
制
の
そ
れ
、
中
国
官
僚
制
の
そ
れ
、
こ
れ
ら
は
本
質
的
に
異
な
る
基
準
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
点
で
類
似
し
た
、
そ
し
て
そ
の

徳
と
廉
潔
心
が
余
り
に
強
固
す
ぎ
る
と
も
思
え
な
い
同
業
者
団
体
を
作
り
上
げ
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
人
間
の
選
択
の
問
題
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
傾
向
は
顕
著
に
反
民
主
的
で
あ

る
。
彼
ら
は
ア
テ
ネ
の
民
主
主
義
に
よ
る
不
見
識
な
選
択
に
強
い
印
象
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
操
作
運

営
の
難
し
さ
は
考
慮
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
別
の
制
度
な
ら
ば
、
本
質
的
に

良
の
選
択
を
も
た
ら
す
で
あ

ろ
う
と
想
像
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
ま
さ
に
あ
り
ふ
れ
た
誤
謬
で
も
あ
る
。
社
会
的
問
題
に
従
事
す
る
人
々

の
大
多
数
は
、
不
都
合
に
つ
い
て
制
度
や
法
律
に
責
任
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
不
都
合
は
逆
に
人
々

の
性
質
、
彼
ら
の
情
念
、
彼
ら
の
無
知
に
よ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
う
し
た
人
々
が
制
度
Ｘ
の
も
と
に
生

き
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
こ
の
制
度
が
示
す
欠
陥
に
強
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
、
別
の
制
度
Ｚ
な
ら
ば
こ

の
よ
う
な
欠
陥
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
あ
ま
り
十
分
な
検
討
も
せ
ず
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
言
う
ま
で
も
な
く
も
し
彼
ら
が
制
度
Ｚ
の
も
と
に
生
き
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
推
論
は
逆
に
な
り
、

欠
陥
を
免
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
援
用
さ
れ
る
の
は
制
度
Ｘ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
ダ
ン
テ
の
病
人

に
似
て
い
る
。
彼
ら
は
ベ
ッ
ド
の
中
で
何
度
も
寝
返
り
を
打
つ
。 

い
る
方
法
、
相
互
に
競
争
さ
せ
る
と
い
う
方
法
以
外
に
は
我
々
は
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
か
な
り
不
完
全
な

や
り
方
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
我
々
の
社
会
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
は
、
我
々

の
社
会
の
進
歩
が
こ
の
競
争
の
習
慣
の
拡
大
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

C
he non puo trovar posa in su le pium

e, M
a con dar volta suo dolore scherm

a. 
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こ
れ
ら
の
学
問
に
お
い
て
有
能
で
あ
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
に

関
係
の
あ
る
研
究
を
な
し
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
す
る
た
め

に
は
既
に
「
有
能
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
悪
循
環
で
あ
ろ
う
。
一
八
二
六
年
一
〇
月
三

〇
日
ア
ー
ベ
ル
（A

bel

）
は
パ
リ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
「
超
越
関
数
の
極
限
拡
張
類
の
一
般
的
属
性
に
つ

い
て
」
と
い
う
覚
え
書
を
提
出
し
た
。
当
時
ア
ー
ベ
ル
は
無
名
で
あ
っ
た
。
彼
が
こ
の
覚
え
書
き
を
公
表

す
る
以
前
は
人
々
は
彼
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
無
能
者
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ル
ジ

ャ
ン
ド
ル
（Legendre

）
と
ガ
ウ
ス
が
楕
円
関
数
に
つ
い
て
は

も
「
有
能
な
」
幾
何
学
者
で
あ
っ
た
。

ア
ー
ベ
ル
は
敢
え
て
彼
ら
の
よ
う
な
「
特
別
の
判
断
者
」
、
Ａ
・
コ
ン
ト
が
「
否
定
的
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ

と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
た
精
神
に
訴
え
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
自
ら
の
頭
で
考
え
、
楕
円
関
数
に

つ
い
て
書
い
た
。
す
ぐ
さ
ま
彼
は
並
ぶ
者
な
き
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
彼
の
名
は
数
学
が
存
在
す
る
限
り

は
人
々
の
記
憶
の
中
に
生
き
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
ク
レ
ル
（C

relle

）
に
次
の
よ
う

 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
っ
た
こ
と
と
し
て
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
残
し
て
い
る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
文
字
通
り
に
再

現
し
て
い
る
こ
の
観
察
は
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
語
る
前
に
そ
れ
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
を

教
え
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
卓
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
察
は
す

ぐ
さ
ま
コ
ン
ト
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
政
治
経
済
学
の

初
の
言
葉
も
知
る

こ
と
な
く
経
済
的
諸
問
題
を
敢
え
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
観
察
は
実
証
主
義
者
に
お

い
て
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
、
全
く
別
の
射
程
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の

こ
と
を
強
い
て
、
一
社
会
階
級
を
別
の
階
級
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
局
面
に
お
い
て
は
、
こ
の
観
察
は
数
学
や
物
理
科
学
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
事
例
と
し
て
さ
え

妥
当
で
は
な
い
。 

 

コ
ン
ト
の
徒
の
一
人
は
そ
の
師
の
学
説
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
人
は
も
は
や
幾
何
学
を
知

ら
ず
し
て
測
量
士
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
超
越
的
数
学
を
研
究
す
る
こ
と
な
く
天
文
学
者
に
な
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
…
そ
れ
ら
が
依
拠
し
て
い
る
抽
象
科
学
の

初
の
言
葉
さ
え
知
ら
ず
に
、
…
お
せ
っ
か

い
に
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
人
が
議
論
し
た
り
書
い
た
り
す
る
の
は
、
政
治
や
教
育
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。

（
１
）
」 

死
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
３
）
」
と
書
い
た
と
き
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
原
理
―
各
人
は
他
人
の

専
門
に
首
を
突
っ
込
む
こ
と
な
く
自
ら
の
専
門
に
没
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
―
を
適
用
し
た
す
ぎ
な
い
こ

と
を
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。 

（
１
） La sociologie par Auguste Com

te, R
ésum

é par R
igolage, 1897, préf., p.III. 

    

（
３
） Syst.de polit positive,I,p.146-147. 

（
２
） Syst.de polit positive,I,p.202. 

（
１
） 

こ
れ
は
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
が
十
分
に
見
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（A.Com

te et le posit., trad. 
franc .,

 
p
.
1
5
3

）。
「
コ
ン
ト
氏
は
習
慣
的
に
、
道
徳
文
化
に
つ
い
て
の
思
想
の
大
部
分
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
規

則
か
ら
引
い
て
い
る
。
」 

Association catholique
,
I
,
 p
.
1
1
7

以
降
に
お
け
るL

a
u
r
e
n
t
 J
u
s
t
i
n
e
n
 

の
見
解
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 
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リ
ゴ
ラ
ー
ジ
ュ
（R

igolage

）
氏
は
言
う
（loc. cit .,p.8

）。
「
天
文
学
、
物
理
学
、
化
学
…
に
は
良
心

の
自
由
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
科
学
に
お
い
て
有
能
な
人
々
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
諸
原
理

を
安
心
し
て
信
じ
な
い
こ
と
は
誰
で
も
愚
か
し
い
こ
と
と
思
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ

る
。
」
彼
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
科
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

大
の
発
見
の
出
発
点
は
、
ま
さ
に
発
見
を

す
る
ま
で
は
無
能
と
判
定
さ
れ
て
い
た
人
々
が
、
「
有
能
な
人
々
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
諸
原
理
」
を
安
心

し
て
受
け
入
れ
な
く
な
る
時
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
善
良
な
ロ
ド
ヴ
ィ
コ
・
デ
レ
・
コ
ロ
ン
ベ
（Le bon 

Lodonico delle C
olom

be

）
は
ガ
リ
レ
オ
が
全
く
哲
学
を
理
解
せ
ず
、
絶
対
的
に
無
知
で
あ
る
は
ず
の

事
柄
に
つ
い
て
ガ
リ
レ
オ
が
語
る
こ
と
を
非
難
す
る
（
１
）
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
ま
た
、
正
し
か
っ
た
の

は
そ
の
当
時
の
「
無
知
者
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
は
測
量
師
の
権
威
に
服
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
人
は
そ
の
土

地
を
測
量
す
る
た
め
に
、
自
ら
が
信
頼
す
る
測
量
師
を
選
ぶ
。
天
文
学
者
が
抽
象
的
理
論
を
語
っ
て
い
る

限
り
に
お
い
て
は
、
無
学
の
者
は
彼
に
好
き
な
こ
と
を
言
わ
せ
て
お
く
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
天
文

学
者
が
「
私
の
超
越
数
学
は
無
学
の
者
は
そ
の
財
産
の
一
部
を
私
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
啓
示

し
た
」
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
無
学
の
者
は
彼
に
対
し
て
要
求
さ
れ
た
も
の
を
差
し
出
す
の
が
よ
い

の
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
「
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
縦
横
に
議
論
し
書
く
こ
と
」
に
完
全
に
首
を
突
っ
込
ん

で
く
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

に
書
い
て
い
る
。
「
そ
の
と
き
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
二
人
の
若
い
学
者
（
ジ
ャ
コ
ー
ビ
と
ア
ー
ベ

ル
）
の
成
果
は
我
々
に
お
い
て
満
足
と
同
じ
く
ら
い
称
讃
を
も
た
ら
し
た
…
。こ
の
成
果
に
よ
っ
て
私
は
、

我
々
が
こ
こ
何
年
も
の
あ
い
だ
ほ
と
ん
ど
専
心
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
の
理
論
を
彼
ら
二
人
が
そ
れ
ぞ

れ
に
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
…
」
科
学
理
論
で
あ
れ
ば
権
威
を
有
す
る
と
想
像
す
る
こ
と
は
夢

想
で
あ
る
。
科
学
理
論
は
逆
に
、
有
能
無
能
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

科
学
理
論
が
科
学
の
世
界
に
お
い
て
勢
力
を
獲
得
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
攻
撃
に
抵
抗
し
勝
利
す
る
限
り

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。 

（
１
） 

自
分
の
こ
と
を
学
問
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
の
タ
イ
プ
の
無
学
者
は
実
際
非
常
に
お
も
し
ろ
い
。
今
日
で
も

幾
人
も
の
著
者
た
ち
が
、
天
文
学
に
数
学
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
ロ
ド
ヴ
ィ
ゴ
・
デ
レ
・
コ
ロ
ン
ベ
が
行
な
っ

た
と
同
じ
反
論
を
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
繰
り
返
し
な
が
ら
、
政
治
経
済
学
に
お
け
る
数
学
の
使
用
に
反
対
し
て
、

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
無
学
者
を
模
倣
し
て
い
る
。
こ
の
著
者
は
言
う
。
《A

ltri,in niuna filosophia 

avendo fondam
ento, si danno alle m

atem
atiche, e quelle predicano per sovrane sovra tutte 

le altre facolta(a). E
 laddove ai tem

pi di A
ristotile, esse erano in credite di scienze da 

fanciulli e prim
a di tutte apparate, com

e appo noi l’abbaco…

（b

） non dim
eno questi t

a
l
i 

m
oderni e solenni m

atem
atici dicono che quel divinoingegno di A

ristotile non li intese, e che 

percio disse pazzie (c)…

》
次
の
ノ
ー
ト
は
ガ
リ
レ
オ
の
も
の
で
あ
る
。
《(a) E

 per tali som
o predicate 

（
１
） 

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
『
鳥
』
の
中
で
、
あ
る
占
者
が
新
し
い
町
の
た
め
にB

a
c
i
s

の
神
託
を
も
っ
て
や
っ
て
来
る
。

こ
の
神
託
に
よ
れ
ば
こ
の
占
者
に
マ
ン
ト
、
靴
、
そ
の
他
の
物
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
占

者
か
ら
話
を
さ
れ
た
ピ
ス
ヘ
テ
ロ
ス
は
神
託
を
読
み
解
く
占
者
の
「
能
力
」
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
占

者
に
与
え
た
く
な
い
と
思
う
も
の
が
ち
ょ
う
ど
占
者
の
欲
す
る
も
の
で
あ
り
、
ピ
ス
ヘ
テ
ロ
ス
は
そ
の
占
者
を
追

放
す
る
。 
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資
本
家
階
級
は
必
ず
と
い
う
の
で
は
な
い
が
主
と
し
て
財
産
相
続
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

コ
ン
ト
の
体
系
に
お
い
て
は
官
公
吏
お
よ
び
す
べ
て
の
人
々
が
、
そ
の
後
続
者
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
組
織
は
絶
え
ず
無
政
府
的
傾
向
に
従
属
し
て
お
り
、こ
の
無
政

府
的
傾
向
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
必
然
的
な
廃
止
以
降
、
正
当
に
も
調
整
的
聖
職
者
集
団
の
中
心
的
な
懸

念
事
項
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
人
間
分
類
の
自
然
法
則
は
直
接
的
に
は
職
務
の
上
下
関
係
に
し
か
関
係

せ
ず
、
家
長
間
に
お
け
る
職
務
の
事
実
上
の
配
分
は
規
制
し
な
い
。
こ
の
個
人
間
の
配
分
は
も
は
や
単
な

る
出
生
か
ら
は
結
果
せ
ず
、
各
人
は
、
そ
れ
を
恣
意
的
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
通
常
そ
れ
に
不
満
を
持

ち
、
し
ば
し
ば
そ
れ
は
正
当
で
あ
る
。
…
人
間
制
度
の
完
成
が
こ
の
よ
う
な
自
然
的
悪
弊
を
ま
す
ま
す
減

ら
す
に
ち
が
い
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
精
神
権
力
の
絶
え
ざ
る
介
入
を
必
要
と
す
る
に
十
分
な
重
大

性
を
依
然
と
し
て
も
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
」
（II,p.327

）
。 

 

人
間
の
選
択
に
つ
い
て
コ
ン
ト
は
プ
ラ
ト
ン
の
理
論
か
ら
一
歩
も
進
ん
で
い
な
い
。
彼
は
貴
族
主
義
的

組
織
の
主
要
な
困
難
を
な
す
も
の
に
つ
い
て
は
出
来
う
る
限
り
軽
く
、
立
ち
入
ら
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。 

 

Ａ
・
コ
ン
ト
は
過
去
、
現
在
、
未
来
に
お
け
る

大
の
学
識
家
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
彼

が
樹
立
し
よ
う
と
す
る
実
証
主
義
的
宗
教
の
滑
稽
な
虚
礼
に
耽
る
こ
と
を
多
く
の
人
間
が
拒
否
す
る
こ
と

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
「
日
々
の
祈
り
に
お
い
て
心
情
吐
露
が
死
者
記
念
よ
り
も
半
分
だ
け

短
い
（
１
）
」
よ
う
に
定
め
る
コ
ン
ト
の
能
力
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
我
々

は
心
情
吐
露
に
も
死
者
記
念
に
も
関
心
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

実
践
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
無
関
心
な
人
は
、
学
者
原
理
に
重
要
性
を
付
与
し
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す

る
人
々
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
る
原
理
を
受
け
入
れ
る
。
し
か
し
、
誰
も
も
し
そ
の
原
理
の
名
に
お
い
て
彼

か
ら
何
か
を
略
奪
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
そ
の
原
理
を
「
安
ん
じ
て
信
ず
る
」
と
い
う

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
当
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
我
々
が
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
理
論
に
関
心
を
も

つ
の
は
、
そ
れ
ら
の
実
践
的
適
用
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
支
配
者
た
ち
が
抽
象
的
理
論
を
つ
く

り
出
す
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
な
ら
ば
、
被
支
配
者
た
ち
は
そ
れ
に
口
出
し
し
な
い
こ
と
に
喜
ん
で
同
意

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
全
く
別
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
支
配
者
た
ち
が
狙
っ

て
い
る
の
は
被
支
配
者
た
ち
の
金
と
自
由
で
あ
り
、
被
支
配
者
た
ち
は
可
能
な
か
ぎ
り
自
ら
を
防
衛
す
る

の
で
あ
る
。 

（
１
） Syst. de polit. dosit.,I, p.115. 

   

da tutti, eccetto che da alcuni che non sanno quello che le sono; uno dei quali è il presente 

scrittore. (b)Tanto è m
aggiore la vergogna di questo autore. Perchè e’non sa(volendo fare 

professione di filosofo) quello che era il prim
o studio dei fanciulli che dovevano poi attendere 

alla filosofia. (c) H
anno ragione di cosi dire, poi chè ei com

m
ete m

olti e gravi errori in 

m
atem

atica, sebbene nè tanti nè cosi solenni, com
e fa questáutore ogni volta che apre la 

boca in questi propositi, palesandosi sopra tutti gli ignoranti ignorantissim
o.

》 

 
 

こ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
、
政
治
経
済
学
者
の
精
密
か
つ
科
学
的
な
方
法
に
対
す
る
批
判
に
答
え
る
こ
と
の
で
き

る
す
べ
て
で
あ
る
。 
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プ
ラ
ト
ン
の

マ
ジ
ス
ト
ラ

裁
判
官
は
「
各
人
の
子
供
の
魂
を
形
成
す
る
金
属
資
質
に
と
り
わ
け
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
彼
ら
自
身
の
子
供
が
鉄
と
青
銅
の
混
合
を
受
け
取
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
そ

の
子
供
た
ち
に
同
情
心
を
も
っ
て
は
な
ら
ず
、
彼
ら
を
職
人
労
働
あ
る
い
は
農
業
労
働
に
送
り
込
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
労
働
者
や
農
耕
民
が
金
や
銀
を
含
ん
だ
魂
を
も
っ
た
息
子
を
も
っ
た
場
合
に
は
、

彼
ら
は
監
視
者
や

マ
ジ
ス
ト
ラ

裁
判
官
の
身
分
に
そ
の
息
子
た
ち
を
進
ま
せ
、
尊
重
す
る
。
」
（Civit., III, p.415

）
こ

れ
は
正
に
コ
ン
ト
が
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
コ
ン
ト
は
プ
ラ
ト
ン
が
裁
判
官
（
ギ
リ
シ
ア

語
一
語
）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
「
精
神
権
力
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
。
い
く
つ
か
の
細
部
に
お

い
て
さ
え
一
致
は
存
在
す
る
。
コ
ン
ト
の
資
本
家
も
、
も
し
彼
ら
の
息
子
が
無
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
つ

ま
り
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
と
こ
ろ
の
鉄
あ
る
い
は
青
銅
を
含
む
魂
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
ら
の
財
産

を
他
人
に
委
ね
、
金
あ
る
い
は
銀
の
魂
を
持
つ
者
を
自
分
た
ち
の
階
級
に
移
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
の
裁
判
官
は

フ
ァ
ブ
ル

神
話
に
よ
っ
て
市
民
に
自
ら
の
状
況
に
満
足
す
る
よ
う
に
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
（
コ
ン
ト
の
）
精
神
権
力
は
市
民
及
び
諸
階
級
に
対
し
て
絶
え
ず
、
社
会
的
調
和
の
必
然
的
な
不

完
全
を
前
に
し
て
の
賢
明
な
る
諦
念
を
教
え
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
１
）
」
剽
窃
は
明
白
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
が
立
ち
至
っ
て
い
た
誇
大
妄
想
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
剽
窃
は
ほ
と
ん

ど
確
実
に
無
意
識
の
も
の
で
あ
る
（
２
）
。 

 

サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
も
人
間
の
選
択
の
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
新
し
い
解
決
も
与
え
て
い
な
い
。

た
だ
彼
ら
は
プ
ラ
ト
ン
が

マ
ジ
ス
ト
ラ

裁
判
官
と
呼
び
コ
ン
ト
が
精
神
権
力

．
．
．
．
と
呼
ん
だ
も
の
を
社
会
制
度

．
．
．
．
と
呼
ん
で
い

（
２
） 

コ
ン
ト
は
自
ら
が
剽
窃
す
る
著
者
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
好
意
的
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
論
じ

つ
つ
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
そ
の
良
識
と
誠
実
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
ま
ず
ま
ず
の
駄
弁
家
は
、
と
り
わ
け

そ
の
才
能
の
狭
さ
に
基
づ
く
誤
っ
た
構
想
に
因
る
さ
ま
ざ
ま
の
逸
脱
に
た
し
か
に
陥
っ
た
。
そ
の
才
能
の
狭
さ
は

道
徳
に
つ
い
て
の
あ
い
ま
い
な
固
定
観
念
の
も
と
に
、
盲
目
的
に
、
科
学
的
発
展
の
可
能
性
を
排
除
し
た
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
局
面
の

終
的
非
難
は
と
り
わ
け
そ
の
輝
け
る
後
継
者
に
集
中
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
後
継
者
は
、
そ
の
一
神
教
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
一
時
的
栄
光
を
受
け
る
に
値
し
た
と
し
て
も
、

今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
壊
滅
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
」
（Syst. de polit. posit.,III,p.343

.

）
同
一
宗
教

に
お
け
る
セ
ク
ト
間
の
憎
悪
は
一
層
熾
烈
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
コ
ン
ト
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
た
態
度
は
、
コ
ン
ト
自
身
が
取
っ
て
い
る
態
度
と
一
致
し

て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ほ
ど
「
攪
乱
的
知
性
」
を
厳
し
く
非
難
し
た
人
は
い
な
い
。
そ
し
て

し
か
も
ツ
ァ
ー
・
ニ
コ
ラ
ス
（Tz
a
r
 
N
i
c
o
l
a
s

）
へ
の
書
翰
で
は
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
実
証

主
義
が
「
科
学
を
聖
別
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
仕
事
を
無
益
さ
ら
に
は
有
害
で
さ
え

あ
る
も
の
と
し
て
追
放
し
得
る
よ
う
に
、
学
者
た
ち
を
訓
練
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
」
（Loc. cit., 

■III■, préf.P.XLV
I.

）
こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
コ
ン
ト
の
時
代
の
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
仕
事
」
に
該
当
し
た
仕

事
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
難
の
動
機
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
コ
ン
ト
の
両
者
に
つ
い
て
同

じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
道
徳
に
つ
い
て
の
あ
い
ま
い
な
固
定
観
念
」
で
あ
る
。 

（
１
） Syst. de polit. Posit., II, p.329. 
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モ
レ
リ
ー
（M

orelly

）
は
彼
の
共
産
主
義
協
会
（Société com

m
uniste

）
の
指
導
者
た
ち
を
選
ぶ

た
め
に
交
替
制
を
構
想
し
た
。
彼
の
目
的
は
ギ
リ
シ
ャ
の
小
さ
な
民
主
主
義
国
家
が
目
指
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
市
民
が
順
番
で
権
力
に
就
く
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
民
主
主
義
国

家
は
こ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
望
む
に
は
あ
ま
り
に
多
人
数
で
あ
る
。
近
代
の
民
主
主
義
国

家
は
公
職
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
多
数
の
欲
望
を
鎮
め
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
抽
選
と
同
じ
よ
う
に
信
頼
性
か
ら
は
程
遠
く
、
そ
し
て
、
あ
る
種

の
不
誠
実
■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一
語
）
■
を
伴
っ
て
い
る
場
合
に
は
特
に
そ
う
で
あ
り
、
あ
る
種
の
場
合
に

は
、
普
通
選
挙
よ
り
も
悪
く
は
な
い
程
度
の
選
択
さ
え
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
し
か
し
そ
れ
は

選
択
か
ら
、
政
治
家
に
よ
る
陰
謀
そ
の
他
の
い
か
が
わ
し
い
や
り
口
を
排
除
す
る
利
点
を
も
つ
で
あ
ろ
う

し
、
多
分
、
国
庫
金
の
掠
奪
を
少
な
く
す
る
で
あ
ろ
う
（
２
）
。 

 

従
来
か
ら
の
階
級
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
属
す
る
自
称
改
革
者
た
ち
が
改
革
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ

め
て
僅
か
で
あ
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
も
三
つ
の
階
級
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
司
祭
、
学
者
、

産
業
家
、
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
次
の
も
の
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
一
般
的
あ
る
い
は
社
会
．
．

的．
司
祭
、
科
学
．
．
の
司
祭
、
そ
し
て
産
業
．
．
の
司
祭
で
あ
る
（
１
）
。
…
人
間
の
活
動
の
目
的
を
決
定
す
る
こ
と
、

こ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
た
め
の
作
業
を
指
令
す
る
こ
と
、
目
的
に
併
せ
て
こ
れ
ら
の
作
業
を
分
配
し
調

整
す
る
こ
と
、
人
々
を
分
類
し
、
結
合
す
る
こ
と
、
ま
さ
に
こ
こ
に
宗
教
的
政
治
的
機
能
が
あ
り
、
こ
の

機
能
は
聖
職
的
機
能
に
全
的
に
帰
着
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
目
的
は
な
ん
ら
も
た
な
い
。
社
会
的

司
祭
、
統
一
の
た
め
の
司
祭
は
人
類
に
対
し
て
そ
の
一
般
的
使
命
を
開
示
し
、
そ
の
使
命
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
科
学
と
産
業
の
統
一
さ
れ
た
作
業
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
こ
と
を
絶
え
ず
想
起
さ
せ
る
。

こ
の
二
つ
の
種
類
の
作
業
を
結
合
す
る
際
に
彼
を
助
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
た
ち
を
選
択
し
た
後
で
、

こ
の
司
祭
は
科
学
の
司
祭
と
産
業
の
司
祭
を
任
命
し
、
科
学
あ
る
い
は
産
業
の
そ
れ
ぞ
れ
に
従
事
す
る
適

性
に
し
た
が
っ
て
そ
の
他
々
の
個
々
人
を
す
べ
て
双
方
の
あ
い
だ
で
分
配
す
る
。」
（P.478.

） 

る
。
「
新
し
い
世
界
に
行
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
も
は
や
、
習
慣
的
に
産
業
労
働
に
縁
が
な
く
、
企
業
の

選
択
と
労
働
者
の
運
命
を
規
制
す
る
、
土
地
所
有
者
や
孤
立
し
た
資
本
家
は
存
在
し
な
い
。
社
会
的

．
．
．
制
度

は
、
今
日
の
と
こ
ろ
余
り
う
ま
く
働
い
て
い
な
い
が
、
「
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
べ
く
権
能
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。（
１
）
」 

（
１
） 

か
く
し
て
ア
テ
ネ
で
は
、
い
く
つ
か
の
職
務
を
果
た
す
べ
く
抽
選
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
選
挙
さ
れ

た
市
民
の
検
査
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
れ
は
職
業
的
適
性
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
戸
籍
、
品
行
、
そ
の
他

の
条
件
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
し
い
裁
判
官
は
ほ
ん
と
う
に
市
民
で
あ
る
か
ど
う
か
、
彼
は
両
親
を

尊
敬
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
国
民
の
神
々
を
敬
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
軍
人
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
か
ど
う

（
１
） 

こ
の
特
異
な
強
調
の
仕
方
は
原
文
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
児
戯
に
属
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
熱
中
す
る

人
間
の
精
神
状
態
を
十
分
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
。 

（
１
） D

oct. Saint-Sim
on, Exposition, p.139. 
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「
倫
理
的
国
家
」
の
信
奉
者
は
人
間
の
選
択
問
題
を
よ
り
一
層
完
璧
に
、
巧
み
に
ご
ま
か
す
。
彼
ら
に

お
い
て
は
物
理
的
現
実
全
体
が
消
滅
し
、
国
家
．
．
と
名
付
け
ら
れ
た
抽
象
的
か
つ
形
而
上
学
的
な
あ
る
実
体

が
登
場
す
る
の
が
見
ら
れ
る
。
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
「
社
会
的
摂
理
」
で
あ
る
。
彼

は
「
国
家
」
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
活
動
を
卓
抜
に
規
制
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
苦
も
な
く
証
明
す
る
。
な

ぜ
な
ら
彼
の
定
義
が
認
め
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
こ
の
命
題
は
結
局
の
と
こ
ろ
摂
理
は
摂
理
で
あ
る
と
言
明
す

る
こ
と
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
同
語
反
復
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
と
自
ら
称
す
る

問
題
と
は
全
く
別
の
意
味
で
重
要
な
一
問
題
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え

な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
摂
理
」
を
地
上
に
降
臨
さ
せ
、
こ
の
形
而
上
学
的
抽
象
を
何
か
具
体
的
な
も

の
に
変
え
る
た
め
の
手
段
を
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
よ
う
に
は
見

え
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
団
体
あ
る
い
は
機
関
と
し
て
こ
の
「
摂
理
」
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
々
を
選
択
す
る

．
．
．
．
問
題
で
あ
る
。 

 

統
一
性
に
つ
い
て
の
議
論
―
あ
る
問
題
に
つ
い
て
も
し
我
々
が

良
の
解
決
法
を
知
っ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
我
々
と
し
て
は
そ
の
解
決
法
を
採
用
し
、
単
一
の
手
順
を
取
り
、
こ
の
方
法
に
変
種
を
導
入
す

べ
き
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
か
く
し
て
例
え
ば
、
長
方
形
の
面
積
を
得
る
た
め
に
は
底
辺
と
高
さ

と
を
掛
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
我
々
が
底
辺
が
六
セ
ン
チ

で
高
さ
が
四
セ
ン
チ
の
長
方
形
の
面
積
を
知
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
ら
二
つ
の
数
を
掛
け
さ

え
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
も
し
逆
に
一
辺
が
一
セ
ン
チ
の
小
さ
な
正
方
形
の
紙
で
さ
ま
ざ
ま
に
試
し
は
じ

め
た
と
す
れ
ば
、

後
に
は
こ
の
長
方
形
の
中
に
そ
の
紙
が
二
四
入
る
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

 

し
か
し
現
実
の
問
題
は
全
く
別
で
あ
る
。
現
実
問
題
は
、
不
完
全
な
人
間
、
す
な
わ
ち
多
少
と
も
無
知

で
あ
り
、
多
少
と
も
邪
悪
で
あ
る
人
間
、
要
す
る
に
我
々
が
知
っ
て
い
る
人
間
で
も
っ
て
、
出
来
る
限
り

間
違
っ
て
い
な
い
選
択
を
実
行
す
る
方
法
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

た
し
か
に
全
知
を
授
け
ら
れ
、
無
限
に
有
徳
で
、
無
限
に
善
良
な
個
人
、
あ
る
い
は
幾
人
か
の
個
人
が

存
在
し
得
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
な
す
べ
き

上
の
こ
と
は
全
権
力
を
彼
ら
の
手
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
社
会
組
織
体
系
の
説
明
は
こ
の
ほ
ん
の
数
語
で
完
全
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

人
間
の
選
択
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
改
革
者
た
ち
の
想
像
力
の
貧
困
に
は
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
我
々
は

絶
え
ず
こ
の
点
に
立
ち
帰
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
自
身
も
人
間
の
選
択
問
題
を
解
決
す
る
力
は
な
い
の
で
、

こ
の
仕
事
を
、
偶
然
、
交
替
制
、
特
殊
な
団
体
あ
る
い
は
一
個
人
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
の
裁
判
官

．
．
．
、
サ

ン
・
シ
モ
ン
の
社
会
的
司
祭

．
．
．
．
．
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
精
神
的
権
力

．
．
．
．
．
、
等
に
委
ね
る
と
し
よ
う
。
し

か
し
誰
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
我
々
に
は
欠
け
て
い
る
知
識
光
明
を
有
し
て
い
る
と
保
証
す
る
の
か
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
彼
ら
は
そ
れ
を
善
用
す
る
で
あ
ろ
う
か
。Sed quis 

custodiet ipsos custodes? 

（
２
） A

ristote, polit., V, 2, 9. 

「H
érée

で
は
選
挙
か
ら
抽
選
に
代
え
ら
れ
た
。
選
挙
は
陰
謀
家
を
生
み
出
し
た
だ

け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
数
語
）
■
。
」 

 

か
、
税
金
を
払
っ
た
か
ど
う
か
、
等
が
確
認
さ
れ
た
。
■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一
語
）
■
が
取
り
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
宗
教
儀
式
は
、
都
市
国
家
執
政
官
す
な
わ
ち
ア
ル
コ
ン
テ
に
対
し
て
彼
が
結
婚
し
た
と
き
に
そ
の
妻

が
処
女
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
彼
女
が
夫
以
外
の
者
と
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
こ
と
を
必
要

た
ら
し
め
た
。
こ
の
よ
う
な
異
常
さ
は
驚
く
に
及
ば
な
い
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
道
理
に
適
っ
た

こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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こ
の
問
い
に
対
し
て
改
革
者
た
ち
は
「
存
在
す
る
」
と
答
え
る
。
そ
れ
は
彼
ら
が
選
択
と
い
う
こ
と
の

難
し
さ
に
つ
い
て
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
生
産
あ
る
い
は
そ
の
他
の
社
会
組
織
の
統
一
と
い
う
こ
と
が

■
利
益
に
な
る
に
つ
い
て
■
不
可
欠
の
条
件
を
除
外
し
て
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
一
般
に
、

謙
遜
の
過
剰
に
よ
っ
て
目
立
つ
と
い
う
こ
と
は
一
切
な
く
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
彼
ら
自
身
の
見
解
に
よ

れ
ば
彼
ら
の
学
識
は
と
て
つ
も
な
く
広
大
で
あ
る
だ
け
に
、
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
断
定
を
し
が
ち
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
異
常
に
才
能
に
恵
ま
れ
た
人
々
が
ど
う
し
て
個
別
の
問
題
に
与
え
る
べ
き

良
の
解
決
を
知

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
も
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
つ
い
て
長
々
と
、
そ
し

て
細
か
く
我
々
に
教
え
て
い
る
し
、
Ａ
・
コ
ン
ト
は
我
々
の
道
徳
的
完
成
に
対
す
る
涙
ぐ
ま
し
い
配
慮
を

押
し
進
め
て
、
散
文
で
の
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
文
章
の
構
成
は
、
章
の
各
三
分
の
一
は
そ
れ
ぞ
れ
「
現
行
の

段
落
法
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
七
つ
の

フ
ラ
ー
ズ

文
章
群
か
ら
成
る
七
つ
の
節
」
に
分
割
さ
れ
ね
ば
な

 

こ
の
統
一
も
競
争
の
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
競
争
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
選
択
に
ア
ポ
ス
テ

リ
オ
リ
な
選
択
を
代
置
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
験
的
方
法
を
適
用
す
る
。
九
〇
、
九
五
、
一
〇
〇
の
費

用
で
生
産
し
て
き
た
企
業
は
競
争
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
八
五
の
費
用
で
生
産
す
る
企
業
に
有
利
と
な
る
。

こ
れ
は
確
か
に
不
完
全
な
方
法
で
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
後
に
破
滅
さ
せ
る
た
め
に
ま
ず
企
業
を
創
始
す
る

と
い
う
こ
と
は
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
企
業
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
は
富
の
破
壊
を
も

た
ら
し
、
人
々
を
精
神
的
肉
体
的
に
苦
し
め
る
。
し
か
し
よ
り
完
全
な
別
の
方
法
、
よ
り
少
な
い
代
償
で

も
っ
て
同
じ
結
果
を
獲
得
し
う
る
別
の
方
法
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

技
芸
の
具
体
的
な
場
に
お
い
て
は
、
我
々
は
常
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
常
に
、
何
が

良
の
解
決
法

で
あ
る
か
に
つ
い
て
知
ら
な
い
。
か
く
し
て
解
決
法
の
統
一
性
の
た
め
の
条
件
は
満
た
さ
れ
ず
、
統
一
性

は
有
利
性
を
も
た
な
い
。
あ
る
商
品
Ａ
を
つ
く
る
た
め
に
「
生
産
の
無
政
府
的
組
織
」
が
い
く
つ
か
の
方

法
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
を
採
用
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
簡
単
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
い
ず
れ
も
一
〇

〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
商
品
Ａ
を
も
た
ら
す
が
、
費
用
に
つ
い
て
は
第
一
が
八
五
、
第
二
が
九
〇
、
第
三
が
九

五
、
第
四
が
一
〇
〇
を
要
す
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
こ
れ
が
商
品
Ａ
を
生
産
す
る
た
め
の

も
経
済
的
な

方
法
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
雑
多
な
方
法
に
代
え
て
あ
る
単
一
の
方
法
を
代
置
し
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
こ
れ
が
肝
腎
な
点
な
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
統
一
的
な
方
法
が

初
の
方
法

Ⅰ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
商
品
Ａ
の
生
産
量
全
体
は
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
八
五
し
か
費
用
を
要
せ
ず
、

「
無
政
府
的
生
産
」
よ
り
も
三
〇
の
節
約
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
結
論
が
有
効
性
を

も
つ
た
め
に
は
、
選
択
さ
れ
た
方
法
が
第
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が

後
の

も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
統
一
的
生
産
は
「
無
政
府
的
生
産
」
を
上
回
る
利
益
を
挙
げ
る
代
わ
り
に
三
〇

の
損
失
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
「
無
政
府
的
生
産
」
は
そ
れ
ゆ
え

も
経
済
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
ほ
ど

遠
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
我
々
に
も
た
ら
す
損
失
は
我
々
の
無
知
の
代
償
で
あ
り
、
無
知
が
消
滅
す

る
と
と
も
に
損
失
も
消
滅
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
も
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
選
択
し
た
人
々
が
、
誤

り
を
免
か
れ
え
な
い
存
在
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
全
て
方
法
Ⅰ
を
選
択
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
方
法
の
統
一
が
自
然
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
も
し
我
々
が
、
計
算
の
場
を
離
れ
ず
に
、
四
次
以
上
の
方
程
式
の
根
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
は
既
に
し
て
、
我
々
は
試
行
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
三
次
方
程
式
の
場
合
で

さ
え
、
知
ら
れ
て
い
る
公
式
は
用
い
ず
に
、
試
行
に
よ
っ
て
方
程
式
を
解
く
方
が
便
利
な
場
合
が
あ
り
う

る
。 

結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
「
無
政
府
的
」
や
り
方
で
は
莫
大
な
時
間
の
浪
費
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
ろ
う
。 
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我
々
の
社
会
に
お
け
る
、

近
ま
で
い
た
旧
改
革
派
、
中
国
の
改
革
家
た
ち
は
、
彼
ら
は
刷
新
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
同
時
代
人
た
ち
が
逸
れ
て
し
ま
っ
た
昔
の
統
一
に
復
帰
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と

論
じ
た
。
近
代
の
改
革
家
た
ち
は
異
な
る
議
論
を
す
る
。
彼
ら
は
進
化
の
概
念
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お

り
、
自
ら
の
教
義
に
多
少
と
も
し
ば
し
ば
そ
れ
を
適
用
す
る
。
過
去
の
教
義
は
そ
れ
が
つ
く
り
出
さ
れ
た

時
代
に
と
っ
て
は
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。
改
革
者
Ｘ
の
教
義
は
こ
の
改
革
者
が
生
き
て
い
る
時
代
に
と
っ

て
は
良
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
考
え
方
は
進
化
に
つ
い
て
頻
繁
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
な
り

以
前
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
以
下
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
物
言
い
の
仕
方
で
あ
る
。
「
世
界
は
一
人

の
救
世
主
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
…
サ
ン
・
シ
モ
ン
が
現
れ
た
。
―
モ
ー
ゼ
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
、N

um
a

は
物
質
的
労
働
を
組
織
し
た
。
―
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
精
神
的
労
働
を
組
織
し
た
。
―
サ
ン
・
シ
モ
ン

は
宗
教
的
労
働
を
組
織
し
た
。
―
か
く
し
て
サ
ン
・
シ
モ
ン
は
モ
ー
ゼ
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
要
約
し

 

新
た
な
改
革
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
次
の
こ
と
を
十
分
に
は
考
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
彼
ら
の

先
人
た
ち
が
社
会
組
織
の
統
一
に
成
功
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
自
ら
の
体
系
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
社
会
が
プ
ラ
ト
ン
の
望
ん
だ
よ
う
な
形
で
結
晶
化
さ

れ
て
い
た
な
ら
ば
、
我
々
は
ル
ソ
ー
、
モ
レ
ソ
ー
、
フ
ー
リ
エ
、
Ａ
・
コ
ン
ト
と
い
っ
た
人
々
の
著
作
を

も
た
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。こ
の
こ
と
は
多
分
大
き
な
不
幸
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、

同
時
に
我
々
は
、
ガ
リ
レ
ー
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ュ
、
ワ
ッ
ト
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
と
い
っ
た
人
々

の
著
作
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
確
か
に
我
々
の
利
益
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

改
革
者
た
ち
は
お
互
い
に
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
激
し
い
敵
意

と
と
も
に
闘
っ
て
い
る
。
今
日
、
社
会
主
義
者
の
大
会
に
お
い
て
は
彼
ら
は
時
に
ひ
ど
い
悪
口
を
投
げ
つ

け
合
い
、
理
性
を
失
っ
て
殴
り
合
い
さ
え
す
る
。
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
（B

runetière
）
氏
は
、
Ａ
・

コ
ン
ト
を
引
き
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
統
一
．
．
へ
の
愛
と
「
攪
乱
的
個
人
主
義
」
に
対
す
る
憎
悪
と
を

共
有
し
て
い
る
。
Ａ
・
コ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
彼
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
想
の
自
由
に
対
す
る
旺
盛
な
反
感

を
も
っ
て
お
り
、
権
威
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
尊
敬
と
対
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
Ａ
・
コ
ン
ト
が

ま
だ
生
存
し
て
い
る
と
し
て
、
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
氏
と
一
緒
に
監
禁
し
た
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
ら

二
人
の
著
者
が
遂
に
は
お
互
い
に
喰
い
合
う
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
ら
が

好
き
な
だ
け
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
社
会
組
織
の
多
様
性
と
自
由
の
お
か
げ
で
あ
り
、
社
会
に
と
っ
て

の
損
失
が
い
く
ば
く
か
の
紙
と
印
刷
費
だ
け
に
収
ま
っ
た
の
も
そ
れ
ら
の
お
か
げ
で
あ
る
。 

ら
な
い
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
コ
ン
ト
の
言
う
と
こ
ろ
を
続
け
れ
ば
「
通
常
の
構
成
で

あ
れ
ば
、
節
は
七
つ
の

フ
ラ
ー
ズ

文
章
か
ら
成
る
中
心
的
一
群
を
含
み
、
こ
れ
の
前
後
に
五
つ
の
文
章
か
ら
な
る
三

つ
の
文
章
群
が
置
か
れ
る
、
等
（
１
）
。
」
彼
の
念
頭
に
な
い
の
は
、
彼
が
自
ら
に
課
し
た
問
題
に
は
別
の
解

決
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ラ
プ
ラ
ス
、
ク
ー
リ
エ
と

い
っ
た
、
文
章
の
「
正
常

ノ
ー
マ
ル

の
」
構
成
を
知
ら
な
い
著
作
家
た
ち
の
明
晰
な
文
体
を
、
『
実
証
的
政
治
体
系
』

（Systèm
e de politique positive

）
よ
り
も
好
む
ほ
ど
に
悪
趣
味
な
人
々
も
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ

る
。 

（
１
） Synthèse subjective, I, p.755

.
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今
日
で
は
人
々
は
モ
ー
ゼ
よ
り
も
は
る
か
に
遠
い
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
太
陽
星
雲
仮
説
以
降
の

進
化
を
た
ど
り
、
集
産
主
義
の
不
可
避
的
出
現
に
よ
る
進
化
の
荘
厳
な
る
完
成
に
到
る
。
そ
れ
ゆ
え
静
的

統
一
か
ら
あ
る
種
の
動
的
統
一
に
変
化
す
る
。
統
一
は
空
間
に
お
い
て
拡
大
す
る
の
で
あ
っ
て
時
間
に
お

い
て
で
は
な
い
。
各
時
代
は
統
一
さ
れ
た
組
織
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
一
時
代
の
組
織
は
別
の
時
代

の
組
織
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
し
ば
し
ば
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
革
者
た
ち
に
よ
っ
て
望
ま
れ
た
組
織
に
到
達
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
サ

イ
ク
ル
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
傾
向
が
存
在
す
る
。
封
建
体
制
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
体
制
を
生
み
出
さ
ね
ば
な

ら
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
体
制
は
不
可
避
的
に
集
産
主
義
体
制
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
こ

に
到
達
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
っ
て
停
止
す
る
。
世
界
が
そ
の
努
力
を
す
る
な
ら
ば
、
世
界
は
休
息
す
る
で

あ
ろ
う
。
実
証
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
社
会
は
三
つ
の
段
階
、
す
な
わ
ち
神
学
的
段
階
、
形
而
上
学
的
段
階
、

そ
し
て
実
証
的
段
階
を
経
過
し
た
こ
と
に
は
異
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
こ
の

後
の
段
階
の
そ
の
先

に
何
か
存
在
す
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
大
建
造
物
の
完
成
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
細
部
に
お
い
て

さ
え
、
永
遠
の
生
成
運
動
を
停
止
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
。
例
え
ば
、
「
宗
教
は
人
間
の
持
続
の
全
体
に
関
係

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
歴
史
的
部
分
は
顕
著
な
成
長
を
決
し
て
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
が
今
日
宗
教
を

終
的
に
確
立
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（
１
）
。
」
か
く
し
て
Ａ
・

コ
ン
ト
に
お
い
て
は
歴
史
は
停
止
す
る
。
進
化
は
我
々
を
実
証
主
義
に
導
く
上
で
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
成
果
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
我
々
は
進
化
を
わ
き
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
進
化
は
、
も
し

世
界
が
プ
ラ
ト
ン
の
教
え
を
歓
迎
し
て
い
た
な
ら
ば
、
は
る
か
以
前
に
停
止
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作
者
は
全
て
が
不
易
不
変
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
法
律
や
習
慣
ば
か
り
で
な
く
、
子
供
の
歌

や
遊
び
さ
え
も
不
変
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
青
年
男
女
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
や
遊
び
が
確
定
さ
れ
た

と
き
に
は
―
と
彼
は
言
う
―
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
と
は
異
な
る
方
法
で
敢
え
て
新
し
い
や
り
方
を

し
、
歌
い
、
遊
ぶ
者
は
誰
で
あ
れ
裁
判
官
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
２
）
。
こ
う
し
た
規
定
は
「
倫

理
的
な
」
現
代
人
の
お
気
に
召
さ
な
い
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
「
個
人
主
義
」
か
ら
、
そ
れ
が
遊
び
の
中

に
見
出
し
う
る
避
難
所
ま
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
個
人
主
義
を
一
掃
す
る
た
め
の
し
か
る
べ
き
や
り
方

で
あ
る
。 

（
１
）Syst. de polit. Positive, IV, p.141

.
 

た
。
」
そ
し
て
一
層
凝
縮
さ
れ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
モ
ー
ゼ
は
人
々
に
普
遍
的
友
愛
を
約
束
し
た
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
そ
れ
を
準
備
し
た
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
は
そ
れ
を
実
現
し
た
（
１
）
。
」
実
証
主
義
者
の

場
合
に
は
、
進
化
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
で
は
な
く
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
に
お
い
て
結
実
す
る
こ
と
、
一

定
数
の
社
会
主
義
者
の
場
合
に
は
、
進
化
は
マ
ル
ク
ス
あ
る
い
は

コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム

集
産
主
義
に
お
い
て
結
実
す
る
こ
と
は

つ
け
加
え
る
ま
で
も
な
い
。 

（
２
） D
e leg., 800a. 

（
１
） Exposition, p.40

.
 

九
七
頁
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
…
今
日
人
類
は

終
的

．
．
．
状
態
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。

…
そ
こ
で
は
進
歩
が
中
断
も
な
く
危
機
も
な
く
…
行
な
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
」 
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今
日
し
ば
し
ば
斉
一
性
（uniform

ité

）
の
議
論
は
「
個
人
主
義
」
に
反
対
す
る
議
論
の
形
を
取
っ
て

い
る
。
個
人
Ａ
は
自
分
の
都
市
の
市
民
あ
る
い
は
同
胞
す
べ
て
に
あ
る
シ
ス
テ
ム
Ｘ
を
課
し
た
い
と
欲
し

 
 

一
九
〇
〇
年
フ
ラ
ン
ス
で
い
わ
ゆ
る
「
学
校
学
習
期
間
」
（stage scolaire

）
と
言
わ
れ
る
法
律
が

要
求
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
国
立
の
教
育
機
関
で
三
年
間
を
過
ご
さ
な
か
っ
た
者
は
誰
も
国
家

ポ
ス
ト
に
は
就
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
律
に
よ
れ
ば
ラ
プ
ラ
ス
の
よ
う
な
人
物
も
、
も

し
彼
が
不
幸
に
し
て
学
校
学
習
期
間
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
天
文
学
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
律
の
正
当
化
は
斉
一
性
（uniform

ité

）
の
議
論
を
用
い
て
な
さ
れ
て

き
た
。
全
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
彼
ら
が
国
立
機
関
か
ら
汲
み
取
る
原
理
を
持
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、

と
い
う
議
論
で
あ
る
。
珍
し
い
自
己
矛
盾
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
国
立
機
関
で
「
階
級
闘
争
」
の
原
理

が
教
え
ら
れ
る
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
こ
れ
ら
の
階
級
を
統
一
す
る
（unifier

）

良
の
方

法
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

 
モ
レ
リ
ー
は
十
八
世
紀
に
な
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
か
ら
霊
感
を
与
え
ら
れ
る
。
彼
は
言
う
。
「
裁
判
官

た
ち
は
、
子
供
の
教
育
の
た
め
の
法
律
及
び
規
則
が
あ
ら
ゆ
る
所
で
正
確
に
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た

所
有
の
精
神
に
傾
き
う
る
少
年
期
の
欠
陥
が
賢
明
に
矯
正
さ
れ
防
止
さ
れ
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
入
念
に
配

慮
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
ま
た
精
神
が
低
年
令
時
に
お
い
て
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
寓
話
、
コ
ン
ト
、

あ
る
い
は
愚
か
し
い
つ
く
り
話
な
ど
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
」
進
化
は
モ

レ
リ
ー
の
体
系
に
お
い
て
は
勿
論
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
科
学
に
つ
い
て
一
種
の
公

共
規
範
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
範
に
お
い
て
は
、
形
而
上
学
に
も
道
徳
に
も
、
法

律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
限
界
を
超
え
て
つ
け
加
え
ら
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
」「
物
理
学
、

数
学
、
あ
る
い
は
力
学
に
お
け
る
」
発
見
だ
け
は
許
可
さ
れ
る
。 

（
１
） 

ベ
ル
ト
ロ
ー
（B

erthelot

）
氏
は
コ
ン
ト
で
子
供
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。Science et m

orale, P.33. 

「
歴
史
の
始
ま
り
以
来
、
そ
し
て
ま
だ
六
〇
年
前
ま
で
は

初
の
幼
年
時
代
は
お
と
ぎ
話
や
幽
霊
話
と
と
も
に
乳

母
に
揺
ら
れ
抱
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
も
の
の
持
続
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
後
の
人
生
に
絶

え
ず
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
今
日
で
は
、
少
な
く
と
も
教
養
あ
る
階
級
の
間
で
は
、
こ
う
し
た
お
話
は
も
は
や
な

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
人
喰
い
鬼
も
吸
血
鬼
も
天
使
も
、
そ
し
て
悪
魔
も
…
も
は
や
現
代
の
人
々
の
想
像
に
と

り
つ
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
現
代
人
の
精
神
や
道
徳
性
が
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
虚
し
い
夢
想
や
神
学
的
信
念
の
主
張
が
教
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」 

し
か
し
我
々
の
著
者
自
身
も
、
お
と
ぎ
話
と
同
じ
よ
う
に
も
は
や
ほ
と
ん
ど
現
実
性
を
も
た
な
い
お
話
を
つ
く
り

上
げ
る
こ
と
が
嫌
い
で
は
な
い
。
以
下
は
彼
の
『
紀
元
二
〇
〇
〇
年
』（E

n l’an 2000
）
と
い
う
論
説
の
な
か
の

も
の
で
あ
る
。
彼
が
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
各
自
が
栄
養
を
摂
取
す
る
た
め
に
窒
素
を
含
む
小
さ
な
錠
剤
と
脂

肪
分
の
小
さ
な
か
た
ま
り
を
持
ち
歩
く
日
が
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
…
こ
れ
ら
は
す
べ
て
我
々
の
工
場
で
経
済
的
か

つ
無
尽
蔵
に
つ
く
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
…
そ
の
日
に
は
穀
物
で
覆
わ
れ
た
農
地
も
、
ブ
ド
ウ
畑
も
、
動
物
で
い
っ
ぱ
い

の
牧
草
地
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（loc.cit.,p.513

）
彼
の
知
識
は
非
常
に
広
大
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
日
の

到
来
の
節
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
正
確
に
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
人
間
は
柔
和
さ
と
道
徳
性
の
点
で

向
上
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
人
間
が
生
き
物
の
殺
戮
と
破
壊
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
や
め
る
で
あ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
大
地
は
流
出
す
る
地
下
水
を
注
が
れ
た
広
大
な
庭
と
な
り
、
人
類
は
伝
説
の
黄
金
時
代
に
お
け
る
豊

饒
と
喜
び
の
中
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
（loc.cit.,p.514

）
。
こ
の
化
学
的
神
学
に
は
新
規
さ
と
い
う
功
績
さ
え
も

な
い
。 
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結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
問
題
に
お
い
て
な
さ
れ
る
論
議
は
あ
る
暗
黙
の
前
提
を
も
っ
て
い
る
。
Ａ
に
と
っ

て
そ
の
前
提
と
は
、
シ
ス
テ
ム
Ｘ
は
非
常
に
正
当
か
つ
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
何
人
か
の
不
穏
分
子

が
そ
れ
に
反
対
し
う
る
だ
け
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
資
格
を
も
つ
の
は
シ
ス

テ
ム
Ｚ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
採
用
す
る
見
解
こ
そ
が

良
の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
こ

れ
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
を
採
用
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
見
解
を
力
ず
く
で
で
も
強
要
し
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
ま
で
は
ほ
ん
の
一
歩
し
か

な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
は
真
実
で
あ
り
正
当
で
あ
り
優
れ
た
こ
と
を
課
そ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
の
一
歩
は
簡
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
通
俗
の
人
々
の
見
解
の
大
部

分
、
そ
し
て
こ
の
通
俗
の
人
々
は
、
人
間
種
族
の
膨
大
な
多
数
派
を
形
成
し
て
お
り
、
宗
教
と
な
る
。
信

仰
は
一
般
に
非
寛
容
な
も
の
で
あ
り
、
信
仰
が
科
学
と
対
立
す
る
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
直
角

三
角
形
の
斜
辺
の
二
乗
に
つ
い
て
の
定
理
を
信
ず
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と
い
う
理
由
で
迫
害
さ
れ
た
人
は

か
つ
て
一
人
も
い
な
い
が
、
不
思
議
な
了
解
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
力
を
行
使
す
る
人
物
と
同
じ
見

解
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
が
唯
一
の
ま
ち
が
い
で
あ
っ
た
人
物
た
ち
が
投
獄
さ
れ
た
り
、
絞
首
刑
に
さ
れ

た
り
、
焼
き
殺
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
万
有
引
力
の
法
則
は
、
宗
教
裁
判
が
多
く
の

人
々
を
そ
の
名
に
お
い
て
殺
し
た
と
こ
ろ
の

イ
ネ
プ
シ
ー
・
シ
ュ
プ
テ
ィ
ル

聡
明
な
愚
行

（
注
が
必
要
）
よ
り
は
い
く
ら
か
確
実
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ラ
プ
ラ
ス
の
よ
う
な
人
が
こ
の
法
則
へ
の
信
仰
を
力
ず
く
で

強
制
さ
す
る
よ
う
に
と
要
求
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
他
方
ボ
シ
ュ
エ
は
「
君
主
は
自
ら
の
国
に

お
い
て
誤
れ
る
宗
教
を
撲
滅
す
る
た
め
に
そ
の
権
威
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
明
す
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
真
の
宗
教
は
ボ
シ
ュ
エ
の
宗
教
で
あ
り
、
他
の
宗
教
は
す
べ
て
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
狂
信
家
が
す
べ
て
自
ら
の
信
仰
に
つ
い
て
断
言
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ボ
シ
ュ
エ
の
言
葉
は
ジ

ャ
コ
バ
ン
の
教
義
を
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
今
日
で
も
な
お
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
君
主
」
の
代

り
に
「
共
和
国
防
衛
の
政
府
」
が
指
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
言
い
方
は
ボ
シ
ュ
エ
に
と
っ
て
大
事

て
い
る
と
す
る
。
別
の
個
人
Ｂ
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
Ｘ
を
望
ま
ず
、
抵
抗
し
、
そ
し
て
こ
の
抵
抗
と
い
う
消

極
的
行
為
に
積
極
的
行
為
が
加
わ
り
、
個
人
Ａ
に
対
し
て
こ
ん
ど
は
別
の
シ
ス
テ
ム
Ｙ
を
課
そ
う
と
欲
す

る
こ
と
は
稀
な
こ
と
で
は
な
い
。
抵
抗
の
事
実
に
驚
き
個
人
Ａ
は
、
Ｂ
は
「
個
人
主
義
者
」
で
あ
る
、
と

宣
言
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
Ｂ
の
反
対
は
実
際
個
人
的

な
一
見
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
Ａ
の
見
解
も
同
じ
く
個
人
的
な
一
見
解
で
は
な
い
の
か
。
ブ
リ
ュ
ヌ

テ
ィ
エ
ー
ル
氏
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
道
徳
的
宗
教
的
統
一
が
フ
ラ
ン
ス
の
救
い
で
あ

る
と
信
じ
て
お
り
、
こ
の
斉
一
性
の
名
に
お
い
て
共
和
主
義
的
自
由
主
義
思
想
家
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
そ
し
て

フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
を
迫
害
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
共
和
主
義
者
た
ち
は
彼
に
し
っ
ぺ
返

し
を
す
る
。
彼
ら
は
ま
さ
に
こ
の
「
道
徳
的
統
一
」
を
、
学
校
学
習
期
間
を
経
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
市
民
、

修
道
会
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
市
民
、
要
す
る
に
彼
ら
の
気
に
入
ら
な
い
市
民
を
公
職
か
ら
排
除
す
る

た
め
に
用
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
由
の
名
に
お
い
て
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
氏
の
シ
ス
テ
ム
を
拒
否

す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
自
身
の
シ
ス
テ
ム
を
課
す
こ
と
が
問
題
の
場
合
に
は
彼
ら
の
自
由
主
義
的
原
理

を
急
い
で
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
氏
も
、
自
分
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る

障
害
を
自
由
の
う
ち
に
見
る
と
き
に
は
、
自
由
を
軽
蔑
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
敵
対
者
の
シ

ス
テ
ム
を
拒
否
す
る
た
め
と
あ
ら
ば
自
由
を
引
き
合
い
に
出
す
。
強
硬
な
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
の

う
ち
ど
ち
ら
が
「
個
人
主
義
者
」
で
あ
る
か
は
、
ど
の
よ
う
に
決
定
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
言
葉
が
よ

り
よ
く
定
義
さ
れ
な
い
限
り
は
基
準
な
る
も
の
が
全
く
欠
け
て
い
る
。 
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多
く
の
国
で
、
そ
の
著
作
に
よ
っ
て
個
人
所
有
の
原
理
に
攻
撃
を
加
え
た
著
者
を
法
律
で
罰
し
て
い
た

時
代
は
ま
だ
余
り
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
い
つ
か
こ
の
同
じ
国
々
で
集
団
的
所
有
を
大
胆
に
悪
く
言
う
著

者
が
法
律
で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
今
日
人
々
は
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
自
由
に

語
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
ミ
ラ
ノ
の
三
一
三
年
の
王
令
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ン
及
び
リ
キ
ニ
ウ
ス
皇
帝
に
あ
っ
て
は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
個
人
も
、

彼
に

も
都
合
の
よ
い
宗
教
を
信
ず
る
自
由
を
拒
否
し
な
い
こ
と
は
立
派
な
、
道
理
に
適
っ
た
措
置
で
あ

る
」
と
思
わ
れ
た
、
と
。
し
か
し
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
寛
容
は
長
続
き
せ
ず
、
か
つ
て
迫
害
さ

れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
す
ぐ
さ
ま
自
身
が
迫
害
者
と
な
っ
た
。
迫
害
さ
れ
て
い
る
現
在
は
自
由
を
要

求
し
て
い
る
社
会
主
義
者
も
同
じ
よ
う
に
、
将
来
に
お
い
て
は
、
支
配
者
に
な
る
や
た
ち
ま
ち
敵
対
者
か

ら
自
由
を
取
り
上
げ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
２
）
。 

で
あ
っ
た
宗
教
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
も
擬
似
科
学
的
な
一
宗
教
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
も

他
の
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
排
他
的
で
非
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
科
学
．
．
」
が

神
格
化
さ
れ
、
そ
の
名
に
お
い
て
独
断
的
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
実
験
的
科
学
的
研
究
の
た
め
の
確
立
さ

れ
た
規
則
が
甚
だ
し
く
侵
害
さ
れ
て
い
る
。 

（
２
） 

中
世
に
お
け
る
宗
教
裁
判
の
非
寛
容
の
ゆ
え
に
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
非
難
す
る
こ
と
を
や
め

な
い
あ
る
雑
誌
は
、
コ
ン
ペ
ー
レ
（Com

payré

）
氏
が
「
民
衆
の
大
学
を
創
る
こ
と
に

も
激

し
く
抵
抗
し
た
」
こ
と
を
非
難
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。「
大
学
の
新
学
期
の
総
会
で

彼
は
敢
え
て
（
マ
マ
）
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
。
「
デ
ィ
ド
ロ
は
思
い
切
っ
て
次
の
よ
う
な
大
胆
な

定
義
を
下
し
た
。
『
大
学
と
は
そ
の
門
戸
が
国
民
の
す
べ
て
の
子
弟
に
無
差
別
に
開
か
れ
て
い
る

一
つ
の
学
校
で
あ
る
。
』
し
か
し
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
満
ち
た
一
精
神
の
妄
想
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
…
何
年
間
か
世
間
の
好
評
を
博
し
た
後
で
消
滅
し
た
学
校
の
大
群
の
経
験
を
別
の

分
野
で
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
兵
隊
ご
っ
こ
は
や
っ
て
き
た
。
学
者
ご
っ
こ
は
し
な
い

よ
う
に
し
よ
う
。
自
分
自
身
の
職
務
の
名
誉
さ
え
笑
い
も
の
に
す
る
公
教
育
公
務
員
に
つ
い
て
文

部
大
臣
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」 

こ
の
こ
と
か
ら
、
幾
人
か
の
自
由
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
民
衆
の
大
学
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
正

統
的
な
一
見
解
―
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
、
人
は
当
局
に
告
発
さ
れ
、
一
般
世
俗
裁
判
権
に
委
ね

ら
れ
る
―
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
異
端
者
を
告
発
す
る
際
に
あ
ま
り
正

確
で
な
い
場
合
さ
え
許
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ペ
ー
レ
氏
は
尊
敬
に
値
す
る
民
衆
の
大
学
の
な
か
で
い

か
な
る
職
務
も
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
「
自
分
自
身
の
職
務
を
笑
い
も
の
に
し
て
い

る
」
と
言
い
切
る
と
い
く
ら
か
真
実
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
点
に
は
実
の
と
こ
ろ
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
コ
ン
ペ
ー
ル
氏
の
話
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は

我
々
の
観
察
に
と
っ
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
我
々
は
た
だ
、
人
々
が
著
者
に
反
対
す
べ
く
そ
こ

か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
結
論
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

ジ
ョ
レ
ー
ス
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
嘲
笑
を
浴
び
る
こ
と
な
く
、
ま
た
劣
等
性
の
刻
印
を
こ
う
む
る
こ
と
な
し

に
、
国
を
前
に
し
て
個
人
的
所
有
の
維
持
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
く
な
る
時
が
近
づ
い
て
い
る
。
」

（C
ité par Les D

ébats, 19 septem
bre 1901

） 

  

統
一
に
つ
い
て
の
議
論
は
こ
の
よ
う
に
呈
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
愚
か
な
議
論
と
な
る
。
し
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統
一

ユ

ニ

テ

を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、in necessariis unitas, indubiis libertas, in om

nibus charitas 

と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
を
生
み
出
し
た
あ
る
客
観
的
真
実
が
存
在
す
る
。
あ
る
種
の
事
柄
に
お
い
て

は
統
一
性
は
ほ
と
ん
ど
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
別
の
事
柄
に
お
い
て
は
そ
れ
は
き
わ
め
て

 

か
く
し
て
我
々
は
、
我
々
が
既
に
行
な
っ
た
観
察
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
再
な
ら
ず
こ
れ

を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
現
象
の
ほ
か
に
、
し
ば
し
ば
こ
れ
と
は
非
常
に
異
な

る
客
観
的
現
象
を
我
々
は
見
出
す
。 

 

こ
の
こ
と
の
な
か
に
、
見
る
べ
き
論
理
は
何
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
嫌
悪
感
に
屈
服
す
る
人
は
、
頭
を

下
げ
て
赤
い
布
き
れ
に
突
進
す
る
牡
牛
と
同
じ
く
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
人
は
も
し
理
性
を

用
い
る
な
ら
ば
、
ピ
エ
ー
ル
が
神
を
礼
拝
す
る
に
際
し
て
ポ
ー
ル
に
お
気
に
入
り
の
も
の
と
は
や
や
異
な

る
形
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ポ
ー
ル
に
ど
ん
な
迷
惑
が
か
か
る

か
を
検
討
し
よ
う
な
ど
と
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に

高
度
に
人
々
の
嫌
悪
を
惹

起
す
る
素
質
を
有
す
る
相
違
の
一
つ
な
の
で
あ
り
、
何
百
万
と
い
う
人
間
が
こ
の
憎
し
み
の
犠
牲
と
な
っ

て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
憎
し
み
を
正
当
化
す
る
た
め
の
論
証
は
一
分
間
の
検
証
に
も
耐

え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
の
信
仰
は
神
に
背
い
て
い
る
と
ピ
エ
ー
ル
は
言
う
。
し
か
し
こ
の
見
方

を
認
め
る
と
し
て
も
、
全
能
の
神
に
対
し
て
な
さ
れ
た
罪
の
か
た
き
を
取
る
責
任
を
負
う
の
が
何
故
に
ピ

エ
ー
ル
で
あ
る
の
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
証
は
行
為
を
決
定
す
る
た
め
ど
こ
ろ
か
、
行

為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
後
に
な
っ
て
考
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

ま
ず
第
一
に
主
観
的
真
実
が
存
在
す
る
。
多
く
の
動
物
の
う
ち
に
は
、
そ
し
て
人
間
の
う
ち
に
は
、
一

個
人
の
生
存
の
様
相
あ
る
い
は
様
式
と
大
多
数
者
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
の
あ
る
種
の
相
違
を
極
度
に
苦
痛

に
、
あ
る
い
は
不
愉
快
に
感
じ
さ
せ
る
一
感
情
が
存
在
す
る
。
も
し
白
い
め
ん
鳥
を
赤
に
染
め
て
鶏
の
仲

間
の
中
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
鶏
は
ま
わ
り
か
ら
く
ち
ば
し
で
激
し
く
つ
つ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
犬
は

異
な
る
服
装
を
し
て
い
る
主
人
を
認
知
す
る
に
十
分
な
知
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
牛
類
に
属
す
る
動
物
は

服
を
変
え
た
ば
か
り
の
主
人
を
し
ば
し
ば
攻
撃
す
る
。
文
明
の
進
歩
の

も
確
実
な
基
準
の
一
つ
は
新
し

い
も
の
に
対
す
る
寛
容
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
寛
容
は
ま
さ
に
ア
テ
ネ
と
そ
の
他
の
後
進
都
市

と
を
分
か
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
野
蛮
な
民
族
と
い
う
も
の
は
非
常
に
些
細
な
こ
と
で
あ
れ
、
い
か
な
る
新

し
さ
も
変
異
も
許
容
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
動
物
に
著
し
く
接
近
す
る
。
文
明
化
さ
れ
た
国

民
は
い
く
つ
か
の
事
柄
に
つ
い
て
新
し
さ
と
変
異
を
容
認
す
る
。
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
文
明
化
さ
れ
た

国
民
に
お
い
て
も
、
大
衆
と
い
う
も
の
は
い
ま
だ
新
物
嫌
い
の
感
情
を
か
な
り
激
し
く
も
っ
て
い
る
。
し

か
も
、
こ
れ
が
共
通
類
型
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
敵
意
感
情
の
力
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ

の
感
情
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
つ
ま
ら
ぬ
事
柄
に
つ
い
て
執
拗
に
続
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
政
治
的

見
解
の
自
由
は
今
日
イ
ギ
リ
ス
で
は
絶
対
的
で
あ
る
。
こ
の
君
主
国
に
お
い
て
は
、

良
の
政
府
は
共
和

制
の
政
府
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
言
し
印
刷
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
通
り
を
過
去

の
世
紀
の
紳
士
の
よ
う
な
身
な
り
を
し
て
散
歩
す
る
人
物
は
ま
ち
が
い
な
く
民
衆
に
い
び
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
ペ
チ
コ
ー
ト
を
着
て
訪
問
す
る
淑
女
は
社
交
界
か
ら
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
習
慣
と
い
う
も
の
は

守
ら
な
け
れ
ば
同
胞
の
悪
意
の
的
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
各
人
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
数
の
規
則

を
課
す
る
。 

か
し
我
々
は
事
態
の
表
層
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
根
底
に
達
す
べ
く
試
み
る
べ
き
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
統
一
の
原
理
の
徒
が
行
な
う
誇
張
の
う
ち
に
何
ら
か
の
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を

吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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我
々
を
誤
ら
せ
る
の
に
貢
献
す
る
も
の
は
、
社
会
組
織
の
と
て
つ
も
な
く
複
雑
な
諸
問
題
を
解
決
す
べ

き
絶
対
的
な
い
く
つ
か
の
原
理
が
存
在
す
る
と
い
う
誤
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
あ
る
理
論
的
現
象
に
お
い

て
一
つ
の
原
因
を
随
意
に
他
の
諸
原
因
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
た
と
え
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
具
体
的

な
現
象
全
体
の
中
に
は
き
わ
め
て
多
数
の
原
因
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
効
果
が
錯
綜
し
て
い
る
こ

と
が
忘
れ
ら
れ
る
。 

 

人
間
社
会
は
個
々
の
無
数
の
原
子
で
は
な
く
、
そ
れ
に
違
反
す
れ
ば
と
て
つ
も
な
く
重
大
な
不
都
合
が

 

プ
ラ
ト
ン
は
統
一
の
原
理
を
個
人
に
ま
で
拡
張
す
る
。
彼
は
鉄
を
扱
う
労
働
者
が
同
時
に
木
材
を
扱
う

こ
と
を
欲
し
な
い
。
も
し
誰
か
外
国
人
が
二
つ
の
仕
事
を
同
時
に
し
て
い
る
場
合
に
は
裁
判
官
は
懲
罰
で

も
っ
て
彼
に
「
複
数
の
人
間
で
は
な
く
単
一
の
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
強
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（D

e leg., 
847b

）
。
こ
の
よ
う
な
誇
張
の
裏
に
は
分
業
と
い
う
優
れ
た
原
理
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
も
問
題
は
量
で
あ
っ
て
質
で
は
な
い
。 

 

社
会
科
学
お
よ
び
経
済
科
学
の
問
題
の
大
多
数
を
検
討
す
る
と
我
々
は
右
と
類
似
の
結
論
に
到
達
す
る
。

質
で
は
な
く
量
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
広
く
普
及
し
て
い
る
詭
弁
や
無
駄
な
際
限
な
い
議
論
の
原

因
で
あ
る
（
１
）
。
事
態
を
一
般
的
に
述
べ
よ
う
。

大
限
の

ビ
ヤ
ン
・
エ
ー
ト
ル

裕
福
さ

を
獲
得
す
る
た
め
に
人
間
社
会
に
と

っ
て
一
定
の
割
合
の
Ａ
と
Ｂ
と
が
必
要
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
Ａ
の
支
持
者
は
Ａ
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
の
に
何
の
苦
労
も
な
い
。
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
真
実
の
す
べ
て
で
は
な

い
。
Ｂ
も
ま
た
必
要
で
あ
る
こ
と
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
Ａ
の

支
持
者
が
Ｂ
は
裕
福
さ
の

大
限
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
批
判
的
部
分
は
一
般
に

優
秀
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
だ
我
々
は
真
理
の
一
部
を
手
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
真
理
全
体
を

手
に
す
る
た
め
に
は
、
Ｂ
だ
け
．
．
で
は
裕
福
の

大
限
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
定
の
割
合
に
お
い
て
Ａ

と
結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｂ
の
支
持
者
も
必
要
な
変
更
を
加

え
れ
ば
同
じ
誤
謬
に
陥
る
こ
と
は
つ
け
加
え
る
に
及
ば
な
い
。
か
く
し
て
議
論
は
全
く
前
進
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
議
論
は
決
定
す
る
こ
と
が
肝
要
な
唯
一
の
点
、
す
な
わ
ち
Ａ
と
Ｂ
の
割
合
の
決
定
を
対
象
と

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

有
用
で
あ
る
。
こ
の
点
が

ユ
ニ
フ
ォ
ル
ミ
テ

斉
一
性
に
つ
い
て
の
一
徹
な
支
持
者
に
論
拠
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

別
の
事
柄
に
お
い
て
は
こ
の
斉
一
性
は
ど
う
で
も
よ
い
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
別
の
事
柄
に
お
い

て
は
そ
れ
は
決
定
的
に
有
害
で
あ
る
こ
と
も
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
難
し
い
の
は
有
用
性

を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
有
用
性
が
ど
の
点
で
停
止
し
、
斉
一
性
が
ど
の
点
で
有
害
に

な
り
始
め
る
か
の
限
界
を
正
確
に
知
る
こ
と
に
あ
る
。
問
題
は
量
で
あ
っ
て
、
質
で
は
な
い
。 

（
１
） 

リ
ス
ト
（List

）
が
我
々
に
好
例
を
提
供
し
て
い
る
。
彼
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
個
人
の
節
約
が
富
を
創
造
す
る

と
言
っ
た
と
し
て
彼
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
非
難
す
る
。
こ
の
非
難
の
理
由
は
、
節
約
は
必
ず
し
も
我
々
を
富
ま
せ

な
い
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
雄
の
兎
は
兎
の
子
供
を
つ
く
る
と
言
う
こ
と
も
も
は
や
許
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
．
子
供
を
つ
く
る
た
め
に
は
雌
の
兎
が
必
要
で
あ
り
、
二
．
た
と
え
そ
の
雄
兎
が

雌
兎
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
は
常
に
必
ず

．
．
．
．
子
兎
を
つ
く
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
で
あ
る
。 

リ
ス
ト
の
論
証
の
大
部
分
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
あ
る
。 
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し
ば
し
ば
必
要
で
あ
り
時
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
斉
一
性
を
樹
立
し
維
持
す
る
た
め
の
宗
教
感
情
―
こ

の
語
は
き
わ
め
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
―
の
必
要
性
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
場
合
の
よ
う

な
た
わ
言
を
あ
る
程
度
ま
で
は
許
容
す
る
。
知
性
と
い
う
も
の
は
、
特
に
大
多
数
の
人
に
お
い
て
き
わ
め

て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
実
に
攪
乱
的
な
も
の
で
あ
る
。
大
多
数
の
人
々
に
対
し
て
は
、
理

性
で
も
っ
て
彼
ら
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
は
、
感
情
で
も
っ
て
働
き
か
け
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
相
に
お
い
て
は
、

広
義
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
宗
教
は
実
に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に

不
可
欠
の
セ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
テ
ネ
の
た
め
に
ペ
プ
ロ
ン
（
婦
人
用
の
袖
な
し

の
寛
衣
）
を
織
る
こ
と
、Iuppiter optim

us m
axim

us

に
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と

進
ん
だ
進
化
状
態
で
は
こ
う
し
た
神
々
の
代
わ
り
に
「
人
類
」
と
か
「
社
会
主
義
的
進
歩
」
と
か
の
抽
象

を
立
て
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
る
点
で
は
余
り
重
要
で
は
な
い
（
１
）
。
人
々
が
こ
う
し
た
手
段
に

よ
っ
て
共
通
の
あ
る
行
為
に
導
か
れ
れ
ば
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
濫
用

し
て
は
な
ら
な
い
。
大
麻
は
山
の
老
人

．
．
．
．
に
優
れ
た
執
行
者
を
供
給
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
将
軍
も
学
者

も
、
そ
し
て
近
代
工
業
が
必
要
と
す
る
知
的
な
労
働
者
さ
え
一
人
も
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
ス
キ
ピ
オ
はC

arthage-la-neuve

を
襲
撃
す
る
前
に
、
そ
の
兵
士
た
ち
に
対
し
て
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン

の
援
助
を
約
束
し
た
。
ス
キ
ピ
オ
はC

arthage-la-neuve

が
知
っ
て
い
な
か
っ
た
潮
の
満
干
を
知
っ
て

い
た
の
で
、
潮
が
引
き
は
じ
め
る
瞬
間
を
待
っ
て
、
兵
士
た
ち
に
対
し
て
、
彼
ら
を
都
市
の
城
壁
か
ら
隔

て
て
い
た
池
の
中
に
飛
び
込
む
こ
と
を
命
ず
る
。
兵
士
た
ち
は
そ
れ
に
従
い
、
水
が
引
い
て
い
く
の
を
見

て
驚
嘆
し
、
神
の
介
入
が
起
き
た
こ
と
を
納
得
し
、
奇
跡
的
な
働
き
を
示
し
、
都
市
を
占
領
し
た
（
２
）
。

そ
の
時
は
兵
士
た
ち
が
信
仰
し
た
こ
と
は
有
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
将
軍
が
潮
汐
現
象
を
知
っ

 

こ
こ
に
き
わ
め
て
重
要
な
一
観
察
が
は
さ
ま
れ
る
。
歴
史
お
よ
び
日
々
の
経
験
は
次
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
斉
一
性
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
は
宗
教
感
情
に
訴
え
る
こ

と
な
く
し
て
は
斉
一
性
を
樹
立
し
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
望
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
国
家
が
賢
人
ば
か
り
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
―
とPolybe

は
言
う
（V

I,56

）
―
宗
教

感
情
は
必
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
制
限
条
件
は
多
分
余
計
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は

Polybe

が
語
る
と
こ
ろ
の
賢
人
な
る
も
の
が
い
か
な
る
人
た
ち
で
あ
る
か
、
そ
の
賢
人
た
ち
か
ら
成
る
社

会
の
体
質
構
造
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
、
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
も
し
慎
重
で

あ
ろ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
研
究
を
現
実
に
存
在
し
て
い
る
ま
ま
の
人
々
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

生
ず
る
、
あ
る
種
の
規
則
が
必
ず
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
有
機
的
な
一
全
体
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
がA

charniens

の
中
で
、D

icéopolis

が
そ
の
全
市
民
が
戦
争
を
続
け
て
い
た

Lacédém
one

と
単
独
で
休
戦
を
締
結
す
る
と
想
定
し
て
い
る
の
は
、
心
地
よ
い
虚
構
で
あ
る
。
現
実
に

は
事
態
は
こ
の
よ
う
に
は
進
行
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
平
和
状
態
と
戦
争
状
態
は
あ
る
国

民
全
体
に
と
っ
て
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
同
じ
く
法
律
に
も
一
定
の
斉

一
性
が
必
要
で
あ
る
。
多
分
今
日
で
は
こ
の
斉
一
性
は
行
き
す
ぎ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
各
人
は
自
分
ひ
と
り
の
た
め
の
特
別
の
法
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
斉
一
性
が
明
ら
か
に
有
用
な
ケ

ー
ス
か
ら
、
感
知
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
推
移
を
経
て
、
斉
一
性
が
同
じ
く
明
ら
か
に
有
害
な
別
の
ケ
ー
ス
へ

と
移
行
す
る
。
例
え
ば
す
べ
て
の
人
々
に
同
じ
時
間
に
同
じ
質
の
同
じ
量
の
食
料
を
食
べ
る
こ
と
を
強
制

し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
間
的
諸
ケ
ー
ス
の
な
か
に
、
一
種
の
貸
借

対
照
表
を
作
成
し
ど
ち
ら
側
に
バ
ラ
ン
ス
が
傾
く
か
を
観
察
す
る
必
要
の
あ
る
多
数
の
そ
の
他
の
ケ
ー
ス

が
存
在
す
る
。 
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も
流
布
し
て
い
る
詭
弁
の
一
つ
は
、
あ
る
種
の
信
仰
の
実
験
的
論
理
的
現
実
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
、

そ
の
証
明
と
し
て
そ
れ
ら
の
信
仰
が
人
間
に
と
っ
て
為
に
な
り
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
呈
示
す
る
こ

と
に
あ
る
。こ
の
後
の
方
の
命
題
は
真
実
で
あ
り
う
る
が
、
先
の
命
題
と
論
理
的
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。 

 

思
想
家
の
大
部
分
は
人
間
存
在
の
宗
教
的
欲
求
を
確
認
し
た
が
、
こ
の
事
実
か
ら
し
ば
し
ば
誤
れ
る
帰

結
を
引
き
出
し
た
。 

 

人
々
は
現
実
の
領
域
か
ら
離
れ
証
明
不
可
能
の
領
域
に
遠
出
す
る
欲
求
を
絶
対
的
に
も
っ
て
い
る
。
彼

ら
に
宗
教
が
不
可
欠
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
科
学
の
挫
折
」
に
つ
い

て
語
る
こ
と
に
は
根
拠
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
挫
折
し
た
科
学
な
る
も
の
は
、
科
学
本
来
の
領
域
か
ら
離

れ
る
こ
と
を
欲
し
、
人
々
の
非
論
理
的
か
つ
非
実
験
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
と
主
張
し
た
科
学
で
あ
る
こ

と
も
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
科
学
は
経
験
と
論
理
の
外
部
に
は
見
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ

る
。 

 

ギ
リ
シ
ア
人
が
植
民
地
を
設
け
た
い
と
望
ん
だ
と
き
に
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
殿
に
伺
い
を
た
て
る
こ
と
は

有
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ア
ポ
ロ
ン
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ア
ポ
ロ
ン
の

神
が
託
宣
を
下
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
も
な
い
。
実
際
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
殿
に
は
、
事
情
を
よ
く

知
っ
た
う
え
で
植
民
地
の
設
立
を
決
定
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
大
量
の
情
報
が
集
中
し
て
い
た
。

我
々
を
領
し
て
い
る
詭
弁
の
起
源
は
、
あ
る
種
の
人
々
を
し
て
あ
る
別
の
意
味
で
科
学
は
宗
教
に
取
っ
て

代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
せ
し
め
る
、
す
な
わ
ち
科
学
的
に
真
な
る
も
の
の
み
が
人
間
に
と
っ
て
有

用
で
あ
り
う
る
と
想
像
せ
し
め
る
考
え
方
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。「
真
な
る
」（
１
）

も
の
と
有
用
な
も
の

と
の
こ
の
よ
う
な
一
致
が
打
ち
立
て
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
異
な
る
二
つ
の
方
向
の
結
論
を
引
き
出
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
．
有
用
な
も
の
が
科
学
的
に
真
で
あ
る
か
ら
に
は
、
あ
る
事
物
の
有
用
性
を
証

明
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
が
経
験
と
論
理
に
よ
っ
て
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
証
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
我
々
が
指
摘
し
た
ば
か
り
の
詭
弁
で
あ
る
。
二
．
科
学
的
に
真
な
る
も
の
の
み
が
有
用
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
に
は
、
論
理
と
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
え
な
い
も
の
は
す
べ
て
人
間
に
と
っ
て
有

害
で
あ
り
、
そ
し
て
宗
教
の
本
質
は
ま
さ
に
経
験
の
彼
岸
に
あ
る
か
ら
、
宗
教
は
す
べ
て
有
害
で
あ
る
。

か
く
し
て
人
は
十
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
や
現
代
の
「
唯
物
論
者
」
の
取
り
と
め
も
な
い
愚
論
に
陥
る
。 

て
い
た
こ
と
は
な
お
一
層
有
用
で
あ
っ
た
。 

（
１
） 

し
ば
し
ば
、
単
に
科
学
的
真
理
の
み
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
い
ま
一
つ
別
の
真
理
も
存
在
す
る
、
と
言
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
科
学
的
真
理
は
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
全
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理

解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
完
全
に
正
し
い
。
不
可
知
な
も
の
が
我
々
を
取
り
巻
い
て
お
り
、
知
り
得
る
も
の
は
大

海
の
な
か
の
小
島
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
経
験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
う
る
命
題
と
経
験
に
よ
る
検
証
の
余
地
の

な
い
命
題
の
よ
う
に
異
な
る
二
つ
の
事
柄
に
同
一
の
名
称
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
に
同
一
の
名
称
を
付

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
命
題
の
一
方
に
対
し
て
、
他
方
に
属
す
る
と
さ
れ
た
命
題
を
不
当
に
拡
張
す
べ
く
、
当

の
混
乱
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
２
） 

こ
の
事
実
を
報
告
し
て
い
るPolybe

（V
I,56

）
は
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
宗
教
の
重
要
性
を
強
く
指
摘
し
た
。 

（
１
） 

多
分
こ
れ
に
ベ
ル
ト
ロ
ー
（B

erthelot

）
氏
の
「
科
学
的
合
成
」
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
新
し
い
神
の
、
人
々
の
感
情
と
情
熱
を
喚
起
す
る
能
力
は
か
な
り
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。 
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非
現
実
と
現
実
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
の
欲
求
は
人
間
に
あ
っ
て
強
力
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
非
現

実
の
も
の
は
時
に
有
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
同
一
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
完
璧
に
理
解
し

て
い
る
人
物
で
さ
え
も
、
社
会
に
と
っ
て
有
用
な
感
情
を
攻
撃
し
破
壊
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
、
あ

た
か
も
そ
の
よ
う
な
同
一
性
の
存
在
を
信
ず
る
か
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
（
１
）
。
こ
れ
と
は
別
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て

後
に
は
自
分
自
身
を
だ
ま
す
。

あ
る
事
物
が
科
学
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
有
用
な
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る

こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
多
少
と
も
明
示
的
に
示
さ
れ
る
彼
ら
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
教
養
も
あ
り
知
的
で
も
あ
る
、
あ
る
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
が
現
在
価
値
．
．
論
に
関
し
て
陥
っ

て
い
る
精
神
状
態
で
あ
る
。
論
理
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
彼
ら
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

彼
ら
の
大
義
に
と
っ
て
の
有
用
性
と
い
う
実
践
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
多
分
彼
ら
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

肝
腎
な
こ
と
は
、
一
定
の
限
界
内
で
は
人
類
に
と
っ
て
た
め
に
な
り
う
る
事
物
を
濫
用
し
な
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
特
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
々
の
あ
い
だ
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
大
き
な

相
違
が
存
在
す
る
こ
と
、
一
方
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
も
の
が
他
方
の
人
々
を
全
く
納
得
さ
せ
な
い
こ
と
、

一
方
の
人
々
に
は
強
力
に
作
用
す
る
も
の
が
他
方
の
人
々
に
対
し
て
は
、
一
定
の
状
況
の
下
で
は
、
微
弱

に
し
か
、
あ
る
い
は
全
く
作
用
し
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
群
集
心
理
の
研
究
は
こ
の
事
実
―

こ
れ
は
群
衆
に
限
ら
ず
一
般
的
な
の
で
あ
る
が
―
の
事
例
を
提
供
し
て
き
て
い
る
。 

        R
e
l
i
g
e
n
t
e
m
 
o
p
o
r
t
e
t
 
e
s
s
e
:
 
r
e
l
i
g
i
o
s
u
m
 
n
e
f
a
s
.
 

ロ
ー
マ
人
は
宗
教
の
使
用
に
お
い
て
、
解
決
す
べ
き
量
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
彼

ら
は
明
瞭
にsuperstitio

とreligio

と
を
区
別
し
て
い
た
。
前
者
は
そ
の
起
源
に
お
い
て
は
今
日
我
々

が
迷
信
と
呼
ぶ
も
の
を
決
し
て
指
し
て
は
い
な
い
。
ロ
ー
マ
人
は
神
々
に
対
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
義

務
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
借
金
を
払
う
よ
う
に
そ
の
義
務
を
正
確
に
果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
越
え
て
進
こ
と
はsuperstitio

で
あ
っ
た
。
老
カ
ト
ー
は
い
ず
れ
に

し
て
も
宗
教
的
人
間
で
あ
っ
た
が
、
田
舎
の
領
地
に
つ
い
て
は
こ
の
量
の
問
題
を
解
決
し
た
。
「villicus

は
―
と
彼
は
言
う
―
四
辻
や
炉
辺
で
、com

pitalia

以
外
の
宗
教
勤
行
に
ふ
け
ら
な
い
こ
と
、villicus

は
卜
占
師
に
も
占
星
術
師
に
も
相
談
し
な
い
こ
と
（
１
）
」
。 

（
１
） D

e re rus. V. G
ell., 

はIV,9
 

で
古
代
詩
人
の
一
行
を
引
用
し
て
い
る
。 

（
１
） 

こ
う
し
た
こ
と
が
困
難
に
な
る
時
代
が
あ
る
。
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
の
あ
る
時
代
に
は
、
知
的
な
人
々
は

多
神
教
に
お
け
る
神
々
の
冒
険
の
実
験
的
論
理
的
な
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
を
理
解
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

彼
ら
の
多
く
は
、
国
家
の
安
寧
の
た
め
に
は
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と

感
じ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
辛
い
こ
と
で
あ
り
、
際
限
な
く
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
こ
そ
多
分
人
間
社

会
の
不
幸
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。 

   

 

人
間
は
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
欲
す
る
。
人
間
は
同
じ
形
で
は
感
じ
な
い
が
、

感
情
の
共
同
性
を
持
ち
た
い
と
欲
す
る
。
人
間
は
同
じ
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
信
ず
る
も
の
の
統

一
性
を
持
ち
た
い
と
欲
す
る
。
よ
り
包
括
的
に
言
え
ば
、
社
会
は

異
質
的

エ
テ
ロ
ジ
ェ
ー
ヌ

で
あ
り
、
し
か
も
人
々
は
社
会
が

同
質
的

オ
モ
ジ
ェ
ー
ヌ

に
見
え
る
こ
と
を
欲
す
る
。 
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人
間
の
本
能
の
大
部
分
は
動
物
の
中
に
も
再
び
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
本
能
の
一
つ
、
禁
欲
主
義
の
本

能
は
人
間
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
起
源
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
。
禁
欲
主
義
は
未
開
人
の
あ
い
だ
、
少
な
く
と
も

も
貧
し
い
人
々
の
あ
い
だ
で
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
ず
、
裕
福
さ
と
共
に
急
速
に
発
達
す
る
。
安
楽
の
中
に
あ
っ
て
人
は
自
ら
に
苦
痛
を
課
す
る
こ
と
を

愛
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
彼
自
身
が
与
え
る
理
由
は
二
次
的
な
重
要
性
し
か
も

た
な
い
。
そ
こ
に
は
、
我
々
が
「
序
」
で
述
べ
た
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
説
明
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
認
め
る

と
が
で
き
る
。
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
人
は
、
神
々
や
余
り
に
幸
福
な
人
間
が
も
つ
嫉
妬
を
な
だ
め
る
た
め

に
は
自
ら
に
何
ら
か
の
苦
痛
を
課
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、Polycrate
の
環
の
歴
史
を
引
用
し
た
。

イ
ン
ド
の
托
鉢
苦
行
僧
、
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
欲
者
そ
の
他
は
天
上
に
お
け
る
永
遠
の
至
福
を
地
上
に
お
け

る
一
時
的
苦
痛
と
ひ
き
か
え
に
購
い
う
る
と
信
ず
る
で
あ
ろ
う
。
犬
儒
派
の
哲
学
者
は
幸
福
の
た
め
に
は

徳
で
十
分
で
あ
り
（
１
）
、
社
会
の
習
慣
や
利
益
に
は
何
ら
配
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
言
明
し
た
。
ス
ト
ア

派
の
哲
学
者
は
、
苦
痛
は
少
し
も
悪
で
は
な
い
と
言
い
、
賢
人
の
み
が
幸
福
で
あ
り
彼
は
鉄
鎖
に
縛
ら
れ

て
い
て
も
自
由
で
あ
る
と
、
言
葉
を
も
て
あ
そ
ん
で
説
得
し
よ
う
と
欲
し
た
。
近
代
の
倫
理
的
禁
欲
家
は
、

自
ら
の
苦
痛
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
他
人
の
苦
痛
を
提
供
す
べ
き
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
神
を
も
た
な
い
の

で
、
そ
れ
を
人
類
．
．
に
提
供
し
、
罪
も
な
い
何
か
の
楽
し
み
を
同
胞
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

類
を
そ
の
苦
痛
の
効
果
で
満
足
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
（
２
）
。 

 

あ
ら
ゆ
る
社
会
的
・
宗
教
的
組
織
に
お
い
てreligio

とsuperstitio

と
の
あ
い
だ
に
一
つ
の
闘
争
が

生
じ
る
。
大
衆
の
一
部
は
常
に
後
者
に
陥
る
傾
向
を
有
す
る
。
指
導
者
た
ち
は
よ
り
賢
明
で
あ
り
、
彼
ら

をreligio

に
立
ち
戻
ら
せ
よ
う
と
す
る
。Religio

とsuperstitio

の
あ
い
だ
の
こ
の
問
題
は
何
よ
り
も

重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の

初
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
公
会
議
や
高
位
聖

職
者
を
大
い
に
煩
わ
し
た
。
ロ
ー
マ
は
常
に
中
庸
を
保
つ
こ
と
を
試
み
、
過
度
の
信
心
の
表
わ
れ
を
阻
止

し
、
そ
う
し
た
も
の
が
育
た
な
い
よ
う
に
し
、
必
要
な
場
合
に
は
そ
れ
を
抑
圧
し
た
。 

（
２
） 

ル
ナ
ン
、R

enan, M
arc-Aurèle, p.234

 :

「
司
教
団
の
勝
利
は
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
寛
容
と
人
間
性
の
勝
利

で
あ
っ
た
。
稀
な
良
識
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
過
度
の
禁
欲
を
神
の
創
造
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
一
種
の

部
分
的
弾
劾
、
そ
し
て
、
神
の
作
品
に
対
す
る
侮
辱
と
み
な
し
た
。
」
さ
ら
に
二
三
五
頁
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

  

（
１
） D

iog. Laert., V
I, 1,11

■
上
ロ
ー
マ
数
字
か
も
し
れ
な
い
が
判
読
が
つ
き
ま
せ
ん
■:

 

（
ギ
リ
シ
ヤ
語
六
語
）.

 

一
二
五
九
年
と
一
三
四
九
年
の
鞭
打
苦
行
者
の
蔓
延
は

高
度
に
昂
揚
し
た
禁
欲
主
義
の
情
熱
を
我
々
に
見
さ
せ

て
く
れ
る
。
十
四
世
紀
の
鞭
打
苦
行
者
た
ち
は
「
一
定
の
時
間
に
自
ら
を
鞭
打
っ
た
。
彼
ら
は
腰
ま
で
裸
に
な
り

四
本
の
釘
の
つ
い
た
皮
ひ
も
で
自
ら
を
打
ち
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
激
し
い
の
で
、
あ
る
目
撃
者
の
言
う
と
こ
ろ
で

は
、
皮
膚
か
ら
鉄
釘
を
離
す
の
に
時
に
は
二
回
ほ
ど
振
る
必
要
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
修
行
は
、

三
三
日
半
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
魂
を
あ
ら
ゆ
る
穢
れ
か
ら
浄
化
し
、
悔
悛
者
を
誕
生
の
日
と
同
じ
よ
う
に

穢
れ
な
き
も
の
と
す
る
と
申
し
立
て
た
。
」H

.C.Lea, H
ist. de l’Ing., trad. de s. R

einach,II, p.457. 
 

さ
ら
に
、
現
在
起
き
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
禁
欲
主
義
は
他
人
の
財
を
横
領
し
よ
う
と
す
る
欲
望
と
相
容

れ
な
い
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
鞭
打
苦
行
僧
の
宗
教
的
熱
情
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
、
そ
し
て
一
般
に
富
裕
な
人
間

の
、
略
奪
に
も
同
じ
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
。 

彼
は
こ
れ
に

N
igidius Figulus 

の
注
釈
を
つ
け
加
え
て
い
る
。Vinosus, m

ulierosus, religiosus, 

num
m

osus,significat copiam
 quam

dam
 im

m
odicam

 rei supet qua dicitur. Q
uocirca religiosus is 

appellabatur,qui nim
ia et superstitiosa religione sese alligaverat,eaque res vitio assignabatur. 
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こ
の
場
合
に
も
ま
た
程
度
、
割
合
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

も
粗
野
な
感
覚
の

快
楽
の
為
に
の
み
生
き
る
こ
と
と
、
精
神
的
肉
体
的
に
自
ら
を
虐
め
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
生
き
る

こ
と
と
の
あ
い
だ
、
ま
た
あ
る
種
の
未
開
人
が
や
る
よ
う
に
た
ら
ふ
く
食
べ
る
こ
と
と
餓
死
す
る
こ
と
と

の
あ
い
だ
に
、
個
人
と
種
の
幸
福
を
よ
り
よ
く
保
証
す
る
中
間
の
道
が
存
在
す
る
。 

 

カ
タ
リ
派
の
陰
惨
な
禁
欲
主
義
の
専
制
の
下
に
あ
っ
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
か
（
１
）
。
我
々
を
そ
れ
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
は
幾
千
万
も
の
人
々
の
生
活
に

一
筋
の
陽
光
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
ロ
ー
マ
が
ア
シ
ッ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
ソ
ワ
や
そ
の
仲
間
た

ち
の
事
蹟
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
禁
欲
主
義
的
潮
流
を
堰
止
め
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
我
々
の
経
済
的
未

来
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
鞭
打
苦
行
者
は
我
々
に
よ
い
未
来
を
準
備
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
十
五
世
紀
の
過
激
フ
ス
派
で
あ
っ
た
タ
ボ
ル
派
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
的
な
い
し
は
科
学
的
研
究
は
キ

リ
ス
ト
教
徒
を
異
教
徒
の
水
準
ま
で
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
、
聖
書
お
よ
び
そ
の
模
倣
詩
を

除
い
て
あ
ら
ゆ
る
書
物
を
焼
こ
う
と
欲
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
文
明
の
進
歩
に
貢
献
し
た
で
あ

ろ
う
か
。 

 

こ
れ
は
遠
い
昔
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
既
に
二
世
紀
キ
リ
ス
ト
教
の
再
臨
近
し
と
す
る
モ
ン
タ
ニ
ス
ト

．
．
．
．
．
．

の
時
代
に
教
会
の
支
配
階
級
は
我
々
がsuperstitio

と
呼
び
う
る
も
の
の
行
き
す
ぎ
を
厳
し
く
非
難
し

て
い
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
以
降
、
人
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
権
政
治
に
対
し
て
不
公
平
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

先
入
観
に
よ
っ
て
人
は
こ
の
神
権
政
治
の
業
績
の
半
分
し
か
見
ず
、
ま
た
見
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
科
学
を
信
じ
た
人
々
、
あ
る
い
は
た
だ
自
由
に
考
え
る
こ
と
を
欲
し
た
だ
け
の
人
々
の
迫
害

は
い
か
な
る
社
会
的
有
用
性
も
も
た
な
か
っ
た
し
、
ま
た
も
ち
え
な
か
っ
た
。
逆
に
そ
れ
は
と
て
つ
も
な

く
有
害
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
き
わ
め
て
幸
い
な
こ
と
に
、
ロ
ー
マ
は
科
学
迫
害
と
い
う
部
分
に
お
い

て
は
完
全
に
失
敗
し
た
。
狂
信
や
迷
信
の
排
除
と
い
う
も
う
一
つ
の
部
分
に
つ
い
て
は
も
っ
と
う
ま
く
い

き
、
恐
ろ
し
い
狂
信
家
の
く
び
き
か
ら
我
々
を
解
放
し
た
。
ロ
ー
マ
の
影
響
力
な
し
で
も
同
じ
効
果
が
獲

得
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
我
々
の
知
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い

ず
れ
に
し
て
も
こ
の
ロ
ー
マ
の
影
響
力
は
少
な
く
と
も
諸
原
因
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。 

 

カ
ト
リ
ッ
ク
の

テ
オ
ク
ラ
シ
ー

神
権
政
治
は
は
っ
き
り
異
な
る
二
種
類
の
戦
闘
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一

方
で
そ
れ
は
、
そ
れ
か
ら
離
れ
ラ
イ
バ
ル
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
知
的
学
問
的
エ
リ
ー
ト
と
闘
わ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
他
方
で
は
そ
れ
は
、
四
方
八
方
か
ら
現
れ
て
い
た
過
度
の
狂
信
、
迷
信
、
禁
欲
主
義
を
抑

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

（
１
）F

.
T
o
c
co
,
 
L

’e
r
e
s
i
a
 
n
e
l
 
m
e
d
i
o
 
e
v
o 

は
カ
タ
リ
主
義
の
傾
向
を
き
わ
め
て
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
「
真

の
カ
タ
リ
派
は
―
と
八
八
頁
で
彼
は
言
う
―
神
の
如
き
指
導
者
キ
リ
ス
ト
（d

i
vi
n
 
M
a
î
t
r
e

）
に
倣
え
ば
、
家
も
持
た
ず
、

  

「
ど
う
し
て
も
平
均
的
な
徳
し
か
も
た
な
い
信
者
が
指
導
者
に
従
っ
た
。
凡
庸
が
権
威
の
根
拠
と
な
っ
た
。
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
が
始
ま
る
。
」 

 
十
八
世
紀
の
終
わ
り
に
は
痩
せ
て
貧
弱
な
人
間
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
要
請
を
人
々
は
十
分
に
無
視
し

て
い
た
！
と
こ
ろ
が
今
日
で
も
「
禁
欲
主
義
者
」
は
次
の
よ
う
な
種
類
の
問
題
を
た
て
て
い
る
。
「
白
ワ
イ
ン
で
料

理
さ
れ
た
魚
、
料
理
の
途
中
で
ボ
ル
ド
ー
の
ワ
イ
ン
を
加
え
た
野
兎
の
シ
チ
ュ
ー
を
人
は
良
心
の
苦
責
な
し
に
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
」
厳
格
主
義
者
た
ち
は
否
定
的
で
あ
る
。 

N
i
l
 
n
o
v
i
 
s
u
b
 
s
o
l
e
. 
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か
つ
て
、
教
会
を
含
め
て

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
エ

法
定

の
権
力
は
、
そ
れ
ら
が
現
実
に
は
い
か
に
非
道
徳
的
で
非
禁
欲
的

で
あ
り
え
て
も
、
公
式
に
は
道
徳
と
禁
欲
主
義
を
代
表
す
る
と
了
解
さ
れ
て
い
た
。
自
由
主
義
者

リ

ベ

ロ

ー

は

「
リ
ベ
ル
タ
ン

放
蕩
者
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
権
威
に
対
し
て
集
中
砲
火
で
突
破
口
を
つ
く
る
べ
く
感
覚
的
快
楽
に
訴

え
た
。
猥
談
が
一
七
八
九
年
の
革
命
を
準
備
し
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
部
分
で
あ
る
こ
と

は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
一
九
世
紀
始
め
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
（B

éranger

）
が
ま
だ
、
「

え
せ
信
心
家

カ

ゴ

ー

」
を
邪
魔
す
る
た
め
に
ワ
イ
ン
と
愛
の
歌
を
う
た
っ
て
い
る
。
も
っ
と
後
に
な
っ
て
も
イ
タ

リ
ア
で
は
ま
だ
「
不
穏
な
詩
人
（
１
）
」
が
う
た
う
の
は
ワ
イ
ン
と
愛
で
あ
る
。
し
か
し
場
面
は
少
し
ず
つ

変
化
し
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
に
は
革
命
派
は
禁
欲
主
義
に
転
換
し
、
倫
理
的
に
な
っ
た
。
こ
こ
に

は
か
な
り
奇
妙
な
現
象
が
存
在
し
、
そ
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
で
も
な
ろ
う
か
。
宗
教
的
で
い
さ
さ
か
狂

信
的
な
党
派
以
外
に
真
に
活
動
的
な
党
派
は
存
在
し
な
い
。
良
識
、
理
性
は
控
え
目
な
役
割
し
か
果
た
さ

な
い
。
あ
ら
ゆ
る
狂
信
の
弱
点
は
そ
れ
が
人
間
の
本
性
と
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
。
狂
信
は
理
性
に
対
立

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
感
覚
的
快
楽
と
対
照
を
な
す
。
と
こ
ろ
で
大
部
分
の
人
間
は
こ
う
し
た
快
楽
に
無

 

こ
の
文
明
の
進
歩
と
は
無
関
係
に
、
不
幸
な
人
々
に
と
っ
て
た
し
か
に
何
も
の
か
に
値
す
る
生
の
魔
力

（le charm
e de la vie

）
が
存
在
す
る
。
バ
ッ
ク
ル
（B

uckle

）
は
大
家
の
筆
跡
で
陰
惨
な
禁
欲
主
義

が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
実
際
に
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
た
不
幸
を
描
写
し
て
い
る
（
１
）
。
幸
い
に
も
イ
タ

リ
ア
は
そ
れ
を
免
れ
、
世
界
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
奇
蹟
を
も
た
ら
し
た
。
今
日
で
も
イ
タ
リ
ア
人
は
あ
る
種

の
逸
脱
か
ら
距
離
を
と
り
、
救
い
よ
う
も
な
く
陰
惨
な
魔
術
師
た
ち
の
宣
言
に
対
し
て
陽
気
に
微
笑
ん
で

い
る
。 

（
１
） H

ist. de la civil. en A
ngl.

,
c
ha
p
.XIX

.
 

「
こ
の
時
代
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
生
き
て
お
り
、
異
な
る
思
想
の
う

ち
に
生
き
て
い
る
我
々
は
、
こ
の
お
ぞ
ま
し
い
考
え
方
が
人
々
の
う
え
も
た
ら
す
効
果
を
不
完
全
に
し
か
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
こ
の
よ
う
な
不
完
全
な
観
念
と
と
も
に
し
ば
し
ば
理
性
が
国
民
を
見
捨
て
、
宗
教
的
狂

気
が
精
神
を
支
配
し
、
そ
の
狂
気
の
影
響
の
下
に
、
陰
鬱
な
絶
望
の
中
で
そ
の
犠
牲
者
が
自
ら
命
を
絶
っ
た
こ
と

は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
」
さ
ら
に
先
で
は
、
「
…
自
然
な
あ
ら
ゆ
る
愛
着
、
社
会
の
各
種
の
楽
し
み
、
あ

ら
ゆ
る
娯
楽
、
人
間
の
心
の
愉
快
の
本
能
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
根
絶
す
べ
き
罪
で
あ
っ
た
！
」
「
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら

ゆ
る
楽
し
み
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
か
に
か
す
か
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
い
か
に
そ
れ
が
許
さ
れ

う
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
注
意
深
く
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
今
日
の
あ
る
種
の
倫
理

家
た
ち
は
生
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
接
近
し
て
い
る
。 

土
地
も
持
た
ず
、
そ
の
他
い
か
な
る
富
も
持
た
な
い
。
真
の
カ
タ
リ
派
は
そ
の
財
の
す
べ
て
を
他
者
と
共
有
し
、
そ
の
手
に

よ
る
労
働
に
よ
っ
て
極
貧
の
う
ち
に
生
活
す
る
。
」
筆
者
は
聖B

ernard

宛
のE

rvervinus

の
書
翰
を
引
用
し
て
い
る
。

D
icunt qui se tantum

 E
cclesiam

 esse et apostolicae vitae veri sectatores perm
anent, ea quae m

undi 

sunt non quaerentes, nec dom
un, nec agros, nec aliquid possidentes sicut C

hristus non possedit. 

も

っ
と
後
の
方
で
別
の
引
用
は
彼
ら
を
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
の
先
駆
者
の
よ
う
に
描
き
出
す
。 Isti etiam

 haeretici om
ne 

bellum
 detestantur tanquam

 illicitum
, dicentes quod non sit licitum

 se defendere(M
oneta, p.513). 
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religio

とsuperstitio

と
の
間
の
問
題
は
社
会
主
義
者
の
教
会ecclesia

に
と
っ
て
現
在
も
立
て
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
指
導
者
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
苦
労
は
多
分
、
今
後
ま
す
ま
す
増
大
す
る
で
あ
ろ

う
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
社
会
主
義
者
大
会
は
こ
の
問
題
を
か
な
り
賢
明
に
解
決
し
た
。
彼
ら
は
倫
理
家

た
ち
のsuperstitio

か
ら
距
離
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
、
完
全
に
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は

衛
生
学
者
のsuperstitio

か
ら
も
距
離
を
と
っ
て
い
る
（
１
）
。
正
統
派
社
会
主
義
者
は
節
酒
を
す
す
め
て

は
い
る
が
、
い
く
ら
か
の
感
覚
的
快
楽
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
罪
の
あ
る
人
物
を
破
門
し
た
り
は
し
な
い
。

ド
イ
ツ
で
は
、
社
会
主
義
者
の
代
議
士
た
ち
はla lex H

einze

の

も
断
固
た
る
反
対
者
で
あ
っ
た
。

感
覚
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
適
切
な
程
度
に
お
い
て
そ
う
し
た
快
楽
を
強
く
感
ず
る
こ
と
は
肉
体
的
精
神
的

に
健
康
な
人
間
の
特
徴
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
、
人
が
人
々
に
対
し
て
働
き
か
け
る
際
に
訴

え
る
こ
と
の
で
き
る
、
あ
る
力
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
良
識
あ
る
著
作
家
は
そ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
は

し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
定
の
点
ま
で
は
そ
れ
は
我
々
を
現
実
へ
と
立
ち
帰
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

理
性
と
現
実
の
言
葉
を
語
る
著
作
家
は
ほ
と
ん
ど
何
も
創
り
出
さ
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
権
力
の
座
に
あ
る

宗
教
的
党
派
の
破
壊
の
主
体
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
仕
事
に
お
い
て
彼
ら
は
自
発
的
に
か
否
か

は
と
も
か
く
別
の
宗
教
的
党
派
の
同
盟
者
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
別
の
宗
教
的
党
派
は

破
壊
さ
れ
る
先
の
宗
教
的
党
派
に
比
べ
て
一
般
に
非
常
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
が

権
力
に
到
達
し
た
場
合
に
は
前
日
の
同
盟
者
の
決
定
的
な
敵
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
に
死
ん
で
い
る
。
も
し
彼
が
も
っ
と
生
き
の
び
て
い
た
な
ら
ば
、
彼

が
激
し
く
闘
っ
た
連
中
よ
り
も
は
る
か
に
恐
る
べ
き
狂
信
家
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

そ
し
て
彼
は
「
危
険
思
想
家
」
か
ら
「
保
守
主
義
者
（
２
）
」
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
結
果
と
し
て

言
う
ま
で
も
な
く
昔
の
彼
の
同
盟
者
た
ち
は
彼
を
ギ
ロ
チ
ン
に
追
い
や
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
３
）
。
社
会

的
あ
る
い
は
政
治
的
シ
ス
テ
ム
の
転
覆
に
従
事
す
る
人
間
の
大
部
分
は
、
彼
ら
が
破
壊
し
よ
う
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は

大
の

幻
想
を
つ
く
り
出
し
て
お
り
、
も
し
彼
ら
が
そ
れ
を
想
像
で
き
た
な
ら
ば
彼
ら
の
う
ち
の
多
く
が
茫
然
自

失
し
恐
怖
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

（
３
） 

ロ
ー
ラ
ン
夫
人
（M

m
eR

olland

）
は
一
七
九
〇
年
六
月
三
〇
日
ラ
ン
テ
ナ
ス
（Lonthenas

）
に
次
の
よ
う
な
手

紙
を
書
い
た
。
「
…
で
す
か
ら
教
会
財
産
を
売
却
さ
せ
て
下
さ
い
。
私
共
は
野
獣
ど
も
の
巣
を
壊
さ
な
い
限
り
、
彼

ら
を
追
い
払
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
律
儀
者
よ
、
さ
よ
う
な
ら
。
私
は
蛇
の
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
い

う
音
は
無
視
し
ま
す
。
蛇
ど
も
は
私
の
平
穏
を
乱
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
」
実
際
、
小
さ
な
蛇
ど
も
は
彼

女
の
平
穏
を
乱
さ
な
か
っ
た
。
別
の
「
野
獣
」
が
そ
れ
を
引
き
受
け
た
。
そ
し
て
ロ
ー
ラ
ン
夫
人
は
別
の
シ
ュ
ー

シ
ュ
ー
い
う
音
、
す
な
わ
ち
ギ
ロ
チ
ン
の
刃
の
そ
れ
を
聞
い
た
。 

（
２
） 

Ｊ
．
ジ
ャ
ン
セ
ン
（J.Janssen

）
が
宗
教
改
革
時
代
の
ユ
マ
ニ
ス
ト

．
．
．
．
．
に
対
し
て
不
公
平
な
の
は
、
彼
が
、
自
分
が

動
い
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
方
向
と
は
全
く
異
な
る
方
向
に
引
っ
ぱ
ら
れ
て
い
た
人
々
の
失
望
を
考
慮
に
入
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

（
１
） 

カ
ル
ド
ゥ
ッ
チ
（C

arducci

）
は
、「
危
険
思
想
家
」
で
あ
っ
た
頃
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
記
念
日
に
際
し
て
次
の

よ
う
に
書
い
た
。 

Vino e ferro vogl’io, com
e a’begli anni A

lceo chiedea ne’l cantico im
m

ortal : 

Il ferro per uccidere I tiranni, Il vin per festeggiarne il funeral. 

次
は
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
「m

aledicenti a l’opre de la vita e de l’am
ore,…

」 
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彼
ら
社
会
主
義
者
の
社
会
に
お
い
て
統
一
を
維
持
す
る
た
め
に
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
い
く
つ
か
の
政

府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
き
た
手
法
を
社
会
主
義
者
が
模
倣
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
手
法
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
非
常
に
限
定
さ
れ
た
効
果
し
か
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
先
入
見

を
も
た
ず
に
科
学
的
に
歴
史
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、
ゼ
ロ
か
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
等
し
い
結
果
を
得
る
た
め

に
政
府
に
よ
っ
て
費
や
さ
れ
た
大
量
の
精
力
、
被
支
配
者
に
課
せ
ら
れ
た
無
数
の
苦
し
み
に
驚
か
さ
れ
る
。

ガ
リ
レ
ー
に
対
す
る
迫
害
は
何
の
役
に
立
っ
た
の
か
。
天
文
学
は
今
日
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
に
お
い
て
さ

え
教
え
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
は
多
く
の
人
々
を
殺
し
た
が
、
そ
れ
で
も
っ
て
し
て
も
共
和
制
が

ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
長
靴
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
の
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
し
、
ル
イ
一
八
世
の
王
政
復
古

が
皇
帝
制
に
続
く
の
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
世
紀
の
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
に
お
い
て
社
会
主
義
者
は
迫
害
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
社
会
主
義
者
が
増
大
し
増
殖
す
る
の
を
阻
止

し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
イ
タ
リ
ア
半
島
の
昔
の
諸
政
府
は
カ
ル
ボ
ナ
リ

．
．
．
．
．
、
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
、
国
の
独
立

を
夢
見
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
投
獄
し
、
絞
首
刑
に
し
、
銃
殺
刑
に
処
し
た
。

も
罪
の
な
い
著
作
も
容
赦

な
く
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
王
国
の
樹
立
を
阻
止
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
よ
り

近
で
は
一

九
〇
〇
年
ま
で
イ
タ
リ
ア
政
府
は
社
会
主
義
者
を
迫
害
し
て
い
た
。
ま
さ
に
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
主
義

者
は
分
裂
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
彼
ら
に
は
殉
教
者
と
し
て
の
名
声
が
与
え
ら
れ
た
。
実
際
イ
タ

リ
ア
政
府
は
社
会
主
義
者
の
成
功
の
張
本
人
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
聖
職
者
は
政
府
の
特
恵
を
享
受

す
る
と
き
に
は
影
響
力
を
失
い
、
政
府
が
迫
害
す
る
と
き
に
は
影
響
力
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
観

 

し
か
し

大
の
困
難
は
社
会
主
義
の
勝
利
の
日
か
ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
困
難
は
別
の
一
原
因

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
社
会
主
義
者
の
な
か
に
は
博
愛
主
義
者
が
い
る
し
、
純
粋
な
隣
人
愛
に
動
か

さ
れ
て
い
る
人
々
も
い
る
。
彼
ら
は
、
た
と
え
彼
ら
のreligio

が
そ
の
す
べ
て
の
約
束
を
守
ら
な
く
と
も
、

期
待
を
裏
切
ら
れ
た
至
福
千
年
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
諦
め
た
と
同
じ
よ
う
に
、
諦
め
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
集
産
主
義
の
学
説
の
意
味
が
、
貪
欲
、
他
人
の
財
産
を
横
取
り
し
享
受
し
よ
う
と

す
る
「
個
人
主
義
的
」
願
望
が
目
下
取
る
と
こ
ろ
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
連
中
も
、
同
じ
よ
う
に
き

わ
め
て
多
数
存
在
す
る
。
今
日
、
こ
の
よ
う
な
欲
望
に
屈
服
す
る
人
間
は
「
連
帯
」
あ
る
い
は
集
産
主
義

の
原
理
を
引
き
合
い
に
出
し
、
集
産
主
義
的
体
制
の
下
で
の
無
政
府
主
義
の
原
理
あ
る
い
は
そ
の
他
類
似

の
も
の
を
引
き
合
い
に
出
す
で
あ
ろ
う
。
彼
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
体
制
は
、
彼
は
全
く

労
働
せ
ず
に
し
か
も
彼
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
享
楽
を
供
給
す
る
よ
う
な
体
制
で
あ
ろ
う
。
既
に
現
在
、
社

会
主
義
者
と
無
政
府
主
義
者
と
は
殴
り
合
い
を
始
め
て
お
り
、
社
会
主
義
者
の
あ
い
だ
に
は
深
刻
な
対
立

が
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が
権
力
の
全
責
任
を
負
う
よ
う
に
な
る
と
き
に
は
ず
っ
と
ひ
ど
く
な
る

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
一
方
で
は
無
能
な
人
間
、
怠
け
者
、
規
律
を
守
ら
な
い
性
質
の
人
間
と
闘
わ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
で
は
強
い
人
間
、
有
能
な
人
間
、
知
的
で
精
力
的
な
人
間
と
―
彼
ら
は
彼
ら

に
与
え
ら
れ
る
分
け
前
に
不
満
で
あ
ろ
う
―
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
古
典
作
家
の
大
部
分
を
捨
て
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ダ
ン
テ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
不
穏
当
箇

所
を
削
除
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
法
律
が
提
案
さ
れ
た
の
は
社
会
主
義
者
か
ら
で
は
な
く
、
べ
ラ
ン
ジ

ェ
（B

éranger
）
氏
か
ら
で
あ
っ
た
。 

（
１
） 

一
九
〇
一
年
リ
ュ
ベ
ッ
ク
で
開
か
れ
た
社
会
主
義
者
大
会
は
、
次
の
大
会
に
お
け
る
決
議
事
項
に
ア
ル
コ
ー
ル
中

毒
の
問
題
を
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。 
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集
産
主
義
的
政
府
が
、
統
一
を
樹
立
す
る
た
め
の
努
力
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
政
府
よ
り

も
有
能
で
幸
運
で
あ
ろ
う
謂
れ
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
集
産
主
義
政
府
が
別
種
の
努
力
を
せ
ず
、

社
会
主
義
者
が
現
在
装
っ
て
い
る
統
一
が
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。 

 

あ
る
公
式
委
員
会
が
、
為
替
相
場
が
ス
イ
ス
に
有
利
に
な
る
た
め
に
は
中
央
銀
行
が
必
要
で
あ
る
と
厳

か
に
宣
言
し
た
。
そ
し
て
不
思
議
な
運
命
の
皮
肉
に
よ
っ
て
、
こ
の
報
告
が
発
表
さ
れ
る
や
否
や
為
替
相

場
は
全
く
中
央
銀
行
な
し
で
有
利
に
な
っ
た
。こ
の
現
象
は
し
か
し
容
易
に
予
測
で
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
周
知
の
経
済
法
則
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
す
ぐ
、
為
替
相
場
を

有
利
に
し
た
原
因
、
す
な
わ
ち
外
国
資
本
の
輸
入
は
作
用
し
な
く
な
り
、
再
び
為
替
相
場
は
不
利
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
表
裏
現
象
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
は
、
科
学
が
そ
の
法
則
を
知
っ
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
さ
え
、
政
府
は
盲
滅
法
に
振
舞
っ
て
い

る
。
経
験
は
政
府
に
何
も
教
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
絶
え
ず
同
じ
誤
ち
を
犯
し
て
い
る
。

例
え
ば
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
政
治
経

済
学
の

も
確
立
さ
れ
た
法
則
の
一
つ
で
あ
る
。
何
と
全
く

近
イ
タ
リ
ア
政
府
は
補
助
銀
貨
が
外
国
に

流
れ
た
と
き
憲
兵
を
使
っ
て
そ
の
補
助
銀
貨
の
移
動
を
阻
止
し
よ
う
と
試
み
、
そ
の
失
敗
に
驚
く
苛
立
っ

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

も
文
明
化
し
て
お
り
教
養
あ
る
国
の
一
つ
、
ス
イ
ス
連
邦
政
府
は
、
金
属
貨
幣
が

不
利
な
為
替
相
場

シ

ャ

ン

ジ

ュ

に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
て
い
る
国
で
は
金
貨
が
流
通
し
つ
づ
け
て
い
る
と
信
じ
て
、
金
貨

を
鋳
造
し
た
。
し
か
し
逆
に
、
予
測
す
る
こ
と
は
か
な
り
容
易
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
新
し
く
鋳

造
さ
れ
た
金
貨
は
鋳
造
さ
れ
る
や
否
や
、
既
に
摩
耗
し
て
新
し
い
も
の
と
同
じ
重
み
は
な
い
金
貨
よ
り
も

む
し
ろ
好
ん
で
輸
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
の
こ
の
効
果
に
苛
立
ち
、
職
員
に

通
達
を
出
し
て
新
し
い
貨
幣
を
銀
行
家
に
売
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
同
じ
く
通
貨
発
行
銀
行
は
、
そ
の
資
産

を
固
定
資
産
化
し
、

シ
ャ
ン
ジ
ュ

為
替
相
場
を
有
利
に
す
る
唯
一
の
方
策
に
訴
え
よ
う
と
せ
ず
、
彼
ら
の
銀
行
紙
幣
を

両
替
す
る
た
め
に
莫
大
な
出
費
で
フ
ラ
ン
ス
か
ら
エ
キ
ュ
銀
貨
を
輸
入
し
て
い
る
。
次
に
彼
ら
が
驚
き
苛

立
つ
の
は
、
こ
の
エ
キ
ュ
銀
貨
が
流
通
す
る
や
否
や
輸
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
山
に
降
っ
た
雨
が
谷
に

流
れ
る
の
に
驚
き
苛
立
つ
ほ
う
が
ま
し
で
あ
ろ
う
。 

 

要
す
る
に
社
会
生
理
学
も
社
会
病
理
学
も
い
ま
だ
幼
年
期
に
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
を
人
間
の
生
理
学
や

病
理
学
と
比
較
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
る
の
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
ま
で
で
は
な
く
、
は

る
か
そ
れ
以
前
ま
で
で
あ
る
。
政
府
は
、
薬
屋
で
全
く
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
薬
を
選
び
そ
れ
を
患
者

に
投
与
す
る
無
知
な
医
者
の
ご
と
く
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。 

察
さ
れ
た
。Jules Ferry 

の
有
名
な
政
令
は
何
の
役
に
立
っ
た
の
か
。
ド
イ
ツ
で
は
社
会
主
義
に
対
抗

す
る
た
め
の
特
別
法
の
効
果
は
、
社
会
主
義
政
党
を
著
し
く
強
化
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に

対
す
る
文
化
闘
争K

ulturham
pf

は
結
局
の
と
こ
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
部
を
帝
国
議
会
に
お
け
る
支
配

政
党
た
ら
し
め
た
。 
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観
念
連
合
に
よ
る
詭
弁

．
．
．
．
．
．
．
．
．
―
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
の

も
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
な
ら

ば
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
誤
れ
る
論
証
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
観
察
あ
る
い
は
論
理
に
お
け
る
欠
陥

に
よ
っ
て
誤
ち
に
陥
っ
て
い
る
命
題
は
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
が
示
唆
す
る
観
念
連
合
に
よ
っ

て
の
み
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
我
々
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
そ
の
誤
謬
が

主
と
し
て
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
、
観
念
連
合
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
論
証
に
限
定
す
る
。 

 

通
常
の
言
語
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
は
一
般
に
、
そ
の
主
要
な

ノ
タ
シ
オ
ン

意
味
の
ほ
か
に
、
付
随
的
意
味
の

 

第
七
章 

理
論
的
体
系
（
続
） 

観
念
連
合
に
よ
る
詭
弁
―
論
争
は
曖
昧
さ
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
一
つ
の
語
に
付
随
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
を
利
用

す
る
―
真
の
．
．
自
由
―
ケ
ト
ラ
ー
―
真
の
．
．
自
由
の
曖
昧
さ
は
そ
れ
を
言
う
本
人
を
い
か
に
裏
切
る
か
―
倫
理
家
の
自
由
．
．

―
そ
れ
は
い
か
に
し
て
制
限
を
意
味
す
る
に
い
た
る
か
―
自
由
の
創
造
．
．
―
自
由
．
．
と
は
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
事

物
に
対
す
る
権
力
」
で
あ
る
―
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
い
富
―
こ
の
理
論
の
漠
然
た
る
意
味
と
自
己
矛
盾
―
生
産
物
の

中
で
生
産
の
各
因
子
に
帰
着
す
る
部
分
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
―
剰
余
価
値

．
．
．
．
、
剰
余
労
働

．
．
．
．
、
労
働
の
搾
取
度

．
．
．
．
．
．
―
こ

れ
ら
の
用
語
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
詭
弁
―
価
値
．
．
と
い
う
用
語
の
曖
昧
さ
―
そ
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
詭
弁
の
豊
か
な

成
果
―
ジ
ャ
コ
バ
ン
、
社
会
主
義
者
、
連
帯
、
等
の
用
語
に
よ
っ
て
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
観
念
連
合
―
い
わ
ゆ
る
歴
史
法

則
―
近
代
に
お
け
る
改
革
者
の
、
自
ら
を
歴
史
法
則
の
啓
示
者
で
あ
る
と
す
る
傾
向
―
一
般
に
い
わ
ゆ
る
歴
史
法
則
を

樹
立
す
る
た
め
の
経
験
的
演
繹
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
困
難
―
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
―
彼
ら
の
歴
史
理
論
の

曖
昧
さ
と
矛
盾
―
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
歴
史
理
論
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
―
社
会
主
義
者
の
帰
納
―
利
子

ア
ン
テ
レ

に
関
す
る
議
論
―
客
観
的

動
機

モ
テ
ィ
ー
フ

―
そ
れ
ら
が
論
証
に
付
与
す
る
形
態
―
経
済
的
考
察
に
混
入
せ
ら
れ
た
倫
理
的
な
ら

び
に
感
情
的
考
察
―
バ
ス
テ
ィ
ア
と
プ
ル
ー
ド
ン
の
論
争
―
利
子
の
「
正
当
性
」
に
関
す
る
問
題
―
経
済
的
利
益

ビ
ア
ン

の
変

換
と
利
子
の
起
源
―
資
本
―
「
資
本
」
と
い
う
用
語
は
社
会
主
義
者
に
あ
っ
て
は
、
経
済
学
者
の
場
合
と
は
全
く
別
の

も
の
を
意
味
す
る
―
社
会
主
義
者
は
経
済
学
者
の
中
に
発
見
し
た
誤
れ
る
考
え
方
を
発
展
さ
せ
た
―
言
葉
に
つ
い
て

の
口
論
の
不
毛
性
―
「
資
本
は
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
―
実
際
的
実
現
と
科
学
的
不
可
能
性
―
人

は
何
故
に
、
社
会
主
義
者
の
言
う
「
資
本
」
と
経
済
学
者
の
そ
れ
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
執
着
す
る
の
か
―
そ
れ
は
大

部
分
、
生
産
手
段
の
社
会
化
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
か
も
し
れ
な
い
資
本
の
金
利

ロ
ワ
イ
エ

形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
は
ど
う
し
て

か
―
貯
蓄
義
務
の
割
当
て
―
社
会
主
義
的
自
治
体
と
資
本
―
生
産
の
た
め
の
貯
蓄
の
割
当
て
―
価
格
―
価
格
は
生
産

手
段
と
生
産
物
の

良
の
配
分
を
獲
得
す
る
た
め
の
機
構
と
し
て
ど
う
し
て
役
立
つ
の
か
―
プ
ル
ー
ド
ン
と
彼
の
言

う
と
こ
ろ
の
「
資
本
」
―
種
々
に
異
な
る
定
義
の
あ
い
だ
で
一
つ
の
用
語
を
漂
わ
せ
る
や
り
方
―
富
と
同
一
視
さ
れ
る

貴
金
属
―
文
字
通
り
の

換
喩

メ
ト
ニ
ミ
ー

―
労
働
の
各
種
の
ジ
ャ
ン
ル
―
空
虚
な
も
の

ヴ

ェ

ー

ヌ

と
み
な
さ
れ
た
金き

ん

―
貨
幣
経
済
―
分
業
―

貨
幣
に
つ
い
て
の
誤
謬
と
利
子
に
つ
い
て
の
誤
れ
る
理
論
と
の
関
係
―
貨
幣
流
通
に
関
す
る
学
問
的
誤
謬
と
通
俗
的

誤
謬 
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解
く
べ
き
問
題
は
、
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
拘
束
が
加
え
ら
れ

 

こ
の
区
別
は
今
日
ケ
ト
ラ
ー
（K

ettler

）
氏
に
よ
っ
て
新
た
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
彼
は
自
由
．
．

と
い
う
言
葉
が
発
揮
す
る
異
常
な
魅
力
を
ま
ず
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く

や
や
手
の
う
ち
を
明
し
す
ぎ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

 

自
由
．
．
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
変
え
る
た
め
の
旧
式
で
や
や
素
朴
な
や
り
方
は
、
真
の
．
．
自
由
と
偽
り
の

．
．
．
自

由
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
真
の
．
．
自
由
と
は
善

ビ
ア
ン

を
な
す
自
由
で
あ
り
、
偽
り
の

．
．
．
自
由
と
は
悪
を
な
す

自
由
で
あ
る
。 

 

と
り
急
ぎ
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
従
事
す
る
人
物
た
ち
は
一
般
に
誠

実
で
あ
る
。
彼
ら
の
論
証
は
論
理
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で

は
あ
る
が
、
道
徳
の
観
点
か
ら
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
が
確
信
し
て
い
る
こ
と

の
み
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
人
は
一
般
に
自
由
を
願
望
し
、
拘
束
を
恐
れ
る
。
自
由
は
快
適
な
観
念
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

拘
束
は
不
快
な
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
に
拘
束
を
受
け
容
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、

拘
束
に
「
自
由
」
と
い
う
名
を
付
け
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

二
つ
の
用
語
Ａ
と
Ｂ
と
が
相
互
に
対
照
を
な
す
と
想
定
し
よ
う
。
そ
し
て
Ａ
は
称
讃
の
観
念
と
結
び
つ

い
て
お
り
、
Ｂ
は
非
難
の
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
す
る
。
も
し
あ
る
人
物
が
Ｂ
が
表
現
す
る
事

物
の
支
持
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
物
を
そ
れ
本
来
の
用
語
に
よ
っ
て
命
名
す
る
こ
と
は
用
心
し
た
ほ

う
が
よ
い
。
彼
は
Ａ
が
そ
の
事
物
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
Ａ
の
定
義
を
変
更
し
、
一
挙
に
、
Ａ

に
結
び
つ
い
て
い
る
称
讃
を
そ
の
事
物
の
た
め
に
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
明
晰
と
科
学
的
厳

密
性
を
愛
す
る
少
数
の
人
々
の
反
対
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
彼
ら
の
精
神
の
狭
隘
さ
、
Ａ
に
つ
い
て
与

え
ら
れ
た
深
み
の
あ
る
定
義
を
理
解
し
、
評
価
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
狭
隘
さ
に
つ
い
て
軽
蔑
と
と
も
に
語

る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
知
的
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
人
は
誰
で
も
低
俗
な
連
中
と
い

っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
を
警
戒
し
、
目
を
閉
じ
、
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
定
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。 

一
総
体
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
称
讃
あ
る
い
は
非
難
を
暗
示
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
自
ら

の
命
題
を
有
利
に
す
る
た
め
に
は
称
讃
の
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
用
語
の
み
を
採
用
す
る
こ
と
が
論
争

に
お
け
る
良
策
で
あ
る
（
１
）
。
用
語
の
意
味
を
、
定
義
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、

も
漠
然
と
し
た
定
義
が

良
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
定
義
は
き
わ
め
て
深
い
も
の
に
見
え
、
大
多
数
の
人
々
は
、
彼
ら
の
想
像
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
す

ば
ら
し
い
事
物
を
そ
こ
に
現
に
見
て
い
る
と
信
ず
る
。
こ
れ
は
全
く
単
純
に
自
己
暗
示
と
幻
覚
の
事
態
で

あ
る
。 

（
１
） Freiheit, Autorität und K

irche, M
ainz, 1862. 

（
１
）
こ
の
種
に
属
す
る
詭
弁
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。 Tactique des assem

b. Lég. Suivie d’un traité des 
sophism

es politique, par J.B
entham

, II, liv. V, chap.V
II, §1. 
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さ
ら
に
ま
た
、
仮
定
的
な
場
合
に
訴
え
る
必
要
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
こ
こ
に
一
つ
、
現
実
的
な
事
例
が

存
在
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
は
既
に
、
「
真
実
と
善
へ
の
自
由
」
と
い
う
論
法
を
逆
用
し
て
ケ

ト
ラ
ー
氏
の
信
奉
者
に
反
駁
し
た
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
は
、
彼
ら
自
身
が
主
張
し
依
拠
し
て
い
る
自
由
、
彼

ら
が
「
人
間
の
権
利
の
宣
言
」
に
お
い
て
尊
敬
す
る
と
主
張
し
て
い
る
自
由
を
甚
だ
し
く
侵
害
し
て
い
る

 

ポ
ー
ル
が
自
分
自
身
悪
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
や
る
こ
と
に
つ
い
て
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か

を
知
る
問
題
は
、
例
外
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
は
る
か
に
重
要
な
問
題
は
、
ピ
エ
ー
ル
が
悪
と
判
断
し

て
い
て
ポ
ー
ル
が
善
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
行
な
う
に
つ
い
て
ポ
ー
ル
は
自
由
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ど
う
か
を
知
る
問
題
で
あ
る
。
も
し
ケ
ト
ラ
ー
氏
が
一
人
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
、
真
の
．
．
自
由
と

は
「
善
に
し
て
真
実
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
望
ま
し
い
か
ど
う
か
と
尋

ね
る
な
ら
ば
、
そ
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
善
と
真
は
コ
ー
ラ
ン
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら

真
の
．
．
自
由
と
は
コ
ー
ラ
ン
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
う
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
、
肯
定
的
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ケ
ト
ラ
ー
氏
に
と
っ
て
は
「
善
と
真
」
は
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
の
中
に
の
み
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
ら
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
自
覚
も
す
ぜ

望
み
も
せ
ず
に
、
真
の
．
．
自
由
は
た
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
う
自
由
で
あ
る
と
い
う
命

題
に
、
偶
然
同
意
し
た
の
で
あ
る
（
１
）
。 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
命

題
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
は
困
難
な
問
題
を
移
転
さ
せ
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
問

題
は
現
在
で
は
、
何
が
善
で
あ
り
何
が
悪
で
あ
る
か
の
研
究
の
う
ち
に
す
べ
て
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
実
際
右
の
よ
う
な
ケ
ト
ラ
ー
氏
の
命
題
は
一
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
観
念
連
合
に
よ
っ
て
拘
束
に
対

し
て
あ
る
種
の
快
適
な
観
念
を
付
着
さ
せ
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
命
題
は
一
石
二
鳥
で

さ
え
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
自
由
と
善
に
帰
着
す
べ
き
称
讃
の
観
念
を
拘
束
に
対
し
て
付
与
し
よ
う

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

（
１
） 

フ
ン
ク
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
（Funck-B

rentano

）
は
、La Politique, p.292

で
我
々
に
次
の
よ
う
に
教
え
て
い

る
。
「
人
間
は
そ
の
隣
人
同
胞
に
対
し
て
は
悪
の
自
由
を
全
く
も
た
な
い
。
」
こ
れ
は
け
だ
し
大
い
に
名
言
で
は
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
、
い
ま
問
題
な
の
は
、
何
が
悪．
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
の
一
基
準
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弾
劾
者
た
ち
は
、
人
々
は
こ
の
哲
学
者
に
「
悪
の
自
由
」
を
与
え
た
と
考
え
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

若
者
た
ち
に
、
抽
選
に
よ
る
裁
判
官
の
選
出
は

良
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
の
を
人
々
が
許
し

た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
ロ
ー
マ
の
神
学
者
た
ち
が
ガ
リ
レ
ー
を
非
難
し
、
彼
が
地
球
の
運
動
に
つ
い
て

表
明
し
た
不
穏
な
命
題
を
非
難
し
た
の
は
、
「
隣
人
同
胞
に
対
す
る
悪
の
自
由
」
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
共

和
国
防
衛
」
の
政
府
は
い
ま
も
、
そ
し
て
常
に
、
悪
の
自
由
を
避
け
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
迫
害

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
律
を
発
布
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
法
律
が
悪
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
な
い
立
法
者
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
な
の
は
原
理

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
適
用
の
仕
方
で
あ
る
。 

 

あ
る
労
働
者
の
給
料
が
不
十
分
で
あ
る
と
き
、
悪
は
明
瞭
で
あ
る
と
人
は
言
う
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
場

合
も
解
く
べ
き
問
題
は
全
く
別
で
あ
る
。
問
題
は
、
一
定
の
経
済
条
件
を
所
与
と
し
て
、
こ
の
労
働
者
の
給
料
の

名
目
的
の
み
な
ら
ず
実
質
上
の
増
額
が
可
能
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
、
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
一
つ

の
悪
を
避
け
る
た
め
に
も
っ
と
悪
い
別
の
悪
に
陥
る
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。 
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「
倫
理
主
義
者
」
と
近
代
の
あ
る
種
の
社
会
主
義
者
は
、
束
縛
に
対
し
て
自
由
の
名
を
与
え
る
た
め
の

手
品
を
や
る
た
め
に
よ
り
微
妙
で
巧
妙
な
一
手
段
を
用
い
て
い
る
。
彼
ら
の
詭
弁
の
起
源
は
自
由
．
．
と
い
う

言
葉
の
曖
昧
語
法
的
意
味
に
あ
る
。
社
会
組
織
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
自
由
．
．
と
い
う
言
葉
の
比
較

的
一
般
的
な
受
け
取
ら
れ
方
は
、
法
律
あ
る
い
は
公
権
力
に
よ
る
拘
束
束
縛
の
欠
如
の
こ
と
で
あ
る
。
例

外
的
に
は
自
由
．
．
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
行
為
を
実
行
す
る

ピ
ュ
イ
サ
ン
ス

権
能

を
意
味
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
農
奴

が
そ
の
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
土
地
を
棄
て
る
に
つ
い
て
自
由
で
な
い
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
意
味

す
る
の
は
、
そ
の
農
奴
が
物
理
的
に
動
き
回
る
能
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
法
律
が
そ
れ
を
禁

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
由
な

．
．
．
、
と
は
、
そ
の
一
般
的
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
や
不
自
然
な
作
ら
れ
た
意
味
に
な
る
が
、
も
し
、
人
は
空
中
を
飛
ぶ
に
つ

い
て
自
由
で
は
な
い
、
と
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
物
理
的
不
可
能
性
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ

う
な
曖
昧
語
法
的
意
味
は
権
力
．
．
（pouvoir

）
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
る
か
に
明
瞭
に
見
出
さ
れ
る
。
で
き
．
．

る．
（peut

）
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
次
の
二
つ
の
命
題
に
お
い
て
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
農
奴
は
そ
の
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
土
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

．
．
．
．
」
「
人
は
空
中
を
飛
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い

．
．
．
．
」
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
成
年
に
達
し
た
人
間
は
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
に
つ
い
て
自
由
．
．
で

あ
る
と
言
う
と
き
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
法
律
は
そ
れ
を
妨
げ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
も

し
あ
る
人
間
が
財
産
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
公
権
力
が
彼
に
一
定
の
財
産
を
提
供
し
て
、
彼
が

そ
れ
を
処
分
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
と
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
理
解
し
た
も
の
は
い
ま
だ
か
つ
て
い
な

い
。
旧
ナ
ポ
リ
王
国
に
お
い
て
は
国
民
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
む
に
つ
い
て
自
由
．
．
で
は
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
公
権
力
が
国
民
に
対
し
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
む
こ
と
を
禁
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ナ
ポ
リ
の

国
民
の
中
に
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
む
能
力
の
あ
っ
た

．
．
．
．
．
．
（pu

）
者
も
い
た
し
、
例
え
ば
盲
目
で
あ
る
と
か

読
み
方
を
知
ら
な
い
と
か
に
よ
っ
て
読
む
能
力
の
な
い

．
．
．
．
．
（ne pas pu

）
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。 

 

自
由
．
．
と
い
う
言
葉
が
観
念
連
合
に
よ
っ
て
快
適
な
感
覚
を
生
み
出
し
、
自
由
の
欠
如
が
き
わ
め
て
不
快

で
あ
る
の
は
、
そ
の
言
葉
の
一
般
的
な
受
け
取
ら
れ
方
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
 こ

と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
意
図
は
、
市
民
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
一
度
で
も
不
幸
に
し
て

修
道
会
に
所
属
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
彼
か
ら
教
育
を
受
け
る
権
利
を
剥
奪
し
（
１
）
、
ま
た
国
家
機

関
に
お
け
る
三
年
間
の
学
校
期
間

．
．
．
．
（stage scolaire

）
を
も
た
な
か
っ
た
場
合
に
は
彼
ら
か
ら
政
府
ポ
ス

ト
に
就
く
権
利
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
は
、
自
分

た
ち
の
尊
敬
し
よ
う
と
し
て
い
る
自
由
と
は
た
だ
真
実
と
善
へ
の
自
由
で
あ
っ
て
、
誤
謬
を
教
え
悪
を
つ

く
り
出
す
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
由
で
は
全
く
な
い
と
反
論
し
た
。 

（
１
） 

本
書
の
印
刷
中
に
可
決
さ
れ
た
法
律
は
、
こ
の
権
利
喪
失
が
今
は
も
は
や
修
道
会
に
属
し
て
い
な
い
個
人
に
は
該

当
し
な
く
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
還
俗
し
て
他
の
市
民
と
同
じ
よ
う
に
あ
ら
ゆ

る
権
利
を
回
復
し
た
と
信
じ
て
い
た
修
道
会
員
に
対
し
て
は
法
的
告
訴
が
執
り
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
迫
害
の
正
当

化
の
た
め
の
口
実
は
余
り
重
要
で
は
な
い
。
我
々
が
指
摘
し
た
い
の
は
も
っ
ぱ
ら
迫
害
の
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。 
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Ch･

ア
ン
ト
ラ
ー
（A
ndler

）
氏
（
１
）

は
こ
の
自
由
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
定
義
を
要
約
し
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。
「
自
由
と
は
、
究
極
的
現
実
の
意
識
と
し
て
の
自
己
意
識
を
有
す
る
精
神
で
あ
る
。
そ

し
て
自
由
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
く
し
て
は
真
の
存
在
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
存
在
へ
の

思
考
の
順
応
（conform

ité

）
を
自
由
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
自
由
に
つ
い
て
の
正
し
い
定
義
を
与
え
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
通
常
、
こ
の
定
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
歪
め
る
常
軌
を
逸
し
た
意
味
に
お
い
て

理
解
す
る
。
存
在
へ
の
思
考
の
順
応
は
、
そ
れ
ら
の
同
一
性
を
通
じ
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
真
理
は
思
考

 

こ
の
推
論
は
全
く
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
く
、
事
実
、
か
つ
て
重
大
な
反
論
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
た
場
合
こ
の
推
論
は
、
自
由
だ
け
で
は
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
十
分

で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
い
く
つ
か
の
条
件
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
。
と

こ
ろ
で
「
倫
理
主
義
者
」
の
目
的
は
全
く
別
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
由
に
何
ら
か
の
も
の
を
つ
け
加
え
る
だ

け
で
は
満
足
せ
ず
、
自
由
を
別
の
も
の
と
取
り
替
え
よ
う
と
欲
す
る
。
彼
ら
が
大
抵
の
場
合
自
覚
せ
ず
に

自
由
の
定
義
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

 

「
倫
理
主
義
者
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
完
全
に
道
理
あ
る
一
命
題
を
述
べ
よ
う
と
し
て
は
い
る
。
彼

ら
は
自
由
は
人
間
に
と
っ
て
一
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
複
数

の
選
択
対
象
が
欠
如
し
て
い
る
な
ら
ば
、
選
択
が
自
由
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
私
の
夕
食

に
つ
い
て
鱒
か
若
鶏
か
を
自
由
に
選
ぶ
こ
と
を
私
に
委
せ
て
く
れ
て
、
し
か
も
私
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
を

も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
由
．
．
は
私
に
と
っ
て
役
に
立
た
な
い
。
私
は
、
強
制
．
．
が

確
実
に
こ
れ
ら
の
食
べ
物
の
一
方
を
供
給
し
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
制
の
ほ
う
を
好
む
。 

倫
理
主
義
者
た
ち
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
自
由
．
．
の
定
義

と
し
て
、
こ
の
言
葉
が
た
だ
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
持
つ
と
こ
ろ
の
意
味
、
受
け
取
ら
れ
方
を

与
え
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
し
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
が
イ
タ
リ
ア
語
を
知
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
ダ

ン
テ
を
原
文
で
読
む
に
つ
い
て
自
由
．
．
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
状
況
は
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
不
幸

な
こ
と
で
は
あ
り
う
る
が
、
社
会
組
織
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
観
念
連
合
に
よ
っ
て
い
か
な
る
不
快
な

印
象
も
も
た
ら
さ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
イ
タ
リ
ア
語
を
知
っ
て
い
て
し
か
も
た
だ

政
府
が
そ
れ
を
禁
ず
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
ダ
ン
テ
を
読
む
に
つ
い
て
自
由
．
．
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
濫
用
が
起
こ
り
う
る
社
会
組
織
に
対
す
る
非
難
の
感
情
を
生
み
出
す
。
い
ま
や
問
題
は
、
後

者
の
場
合
に
の
み
観
察
さ
れ
る
感
情
を
前
者
の
場
合
に
移
し
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
我
々

は
倫
理
主
義
者

．
．
．
．
．
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
言
う
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
真
の
自
由
と
は
人
間
が
事
物
に
対
し

て
有
す
る
力
能
（pouvoir

）
で
あ
る
、
と
。
こ
の
定
義
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
語
を
知
ら
な
い
と

い
う
理
由
で
ダ
ン
テ
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
は
こ
の
著
作
に
対
す
る
「
力
能
」
を
も
た
な

い
の
で
あ
り
、
自
由
．
．
で
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
を
自
由
に
す
る
真
の
方
法
は
彼
が
イ
タ
リ
ア
語
を
理

解
す
る
よ
う
に
強
制
す
る

．
．
．
．（contraindre

）
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
す
れ
ば
彼
は
『
神
曲
』Divina 

C
om

m
edia 

と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
事
物
に
対
し
て
「
力
能
」
を
も
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
質
的
に
異
な
る
、
そ
し
て
同
一
の
用
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
二
つ
の
事
物
の
あ

い
だ
に
意
図
的
に
混
同
を
も
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
の
事
物
に
の
み
属
す
る
質
が
他
方
の
事
物
の

方
に
自
然
に
移
し
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
定
義
に
よ
っ
て
象
に
対
し
て
二
十
日
ね
ず
み
と
い
う

名
称
を
与
え
る
な
ら
ば
、
次
に
は
、
二
十
日
ね
ず
み
は
地
上
に
お
け
る

大
の
哺
乳
動
物
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。 
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自
由
．
．
は
国
家
に
よ
っ
て
実
現
．
．
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
何
を
理
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
で
あ
ろ
う
。「
国
家
は
道
徳
的
理
念
の
現
実
性
で

あ
り
、
実
体
的
で
明
瞭
な
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
明
ら
か
な
意
志
と
し
て
の
道
徳
的
精
神
で
あ
り
、
こ
の

意
志
は
自
ら
を
思
惟
し
、
自
ら
を
知
り
、
自
ら
の
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
知
る
度
合
い
に
応
じ
て

遂
行
す
る
。（
１
）
」
。
た
と
え
こ
の
文
章
が
十
分
明
瞭
で
な
い
と
し
て
も
、
次
の
文
章
を
追
加
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
「
国
家
は
、
そ
れ
が
実
体
的
意
志
の
現
実
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
一
般
性
の
感
情
に
ま
で
高

め
ら
れ
た
特
殊
的
存
在
の
意
識
の
う
ち
に
存
す
る
現
実
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
即
自
的
か
つ
対
自
的

に
合
理
的
で
あ
る
も
の
を
代
表
す
る
。（
２
）
」
要
す
る
に
、
「
国
家
は
即
自
的
に
道
徳
的
全
体
で
あ
り
、
自

由
の
実
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
絶
対
的
目
的
で
あ
る
。（
３
）
」

（
訳
文
再
考
）。
我
々
も
随
分
物
知
り
に
な
っ
た
も
の
だ
。 

と
存
在
と
の
き
わ
め
て
深
い
一
致
、
同
一
性
で
あ
り
、
従
っ
て
真
理
は
思
考
す
る
存
在
で
あ
る
。 

（
３
） Loc. cit., p.319 :

《D
er Staat an und für sich ist das sittlich G

anze, die Ver w
irklichung der 

Freiheit, und es ist absoluter Zw
eck der Vernunft, dass die Freiheit w

irklich sei.

》 

私
は
、
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
た
ち
が
こ
れ
ら
の
文
章
に
与
え
た
別
の
解
釈
を
読
者
の
目
に
忠
実
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
信
ず
る
。
余
り
語
義
通
り
で
は
な
く
、（
も
し
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
で
あ
る
が
）
意
味
そ
の

も
の
に
迫
ろ
う
と
し
た
翻
訳
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
一
．「
国
家
は
、
実
現
さ
れ
た
、
目
に
見
え
る
、
そ
れ
自
体

に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
道
徳
的
理
念
で
あ
り
、
こ
の
理
念
は
自
己
を
思
惟
し
、
理
念
の
中
に
存
在
す
る
も
の
を
知

っ
て
い
る
。
そ
し
て
理
念
が
知
っ
て
い
る
も
の
を
、
そ
の
知
っ
て
い
る
度
合
に
応
じ
て
、
遂
行
す
る
。
」
二
．「
国

家
は
即
自
的
対
自
的
に
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
国
家
は
実
体
的
理
念
の
実
現
で
あ
り
、
普
遍
性
の
水

準
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
個
人
的
意
識
に
お
い
て
成
就
さ
れ
た
実
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
三
．
「
そ
れ
自
体
と
し
て
の

国
家
は
道
徳
的
全
体
で
あ
り
、
自
由
の
実
現
で
あ
る
。
そ
し
て
自
由
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
理
性
の

絶
対
的
目
的
で
あ
る
。
」 

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
原
文
と
全
く
同
じ
よ
う
に
分
か
り
に
く
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
読
者
に
は
、「
そ
れ
自
体
に

お
い
て
理
解
さ
れ
る
道
徳
的
理
念
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
私
が
説
明
す
る
の
を
期
待
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

私
と
し
て
は
、
こ
の
化
物
に
つ
い
て
全
く
、
か
す
か
な
が
ら
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
謙
虚
に
白
状
す
る
。
こ
の

「
自
己
を
思
惟
す
る
道
徳
的
理
念
」
の
お
偉
い
代
表
者
た
ち
が
「
自
己
を
思
惟
す
る
理
念
」
と
い
う
エ
キ
ュ
で
課

す
る
税
金
で
満
足
し
て
い
る
な
ら
ば
、
人
は
容
易
に
彼
ら
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
が
望

ん
で
い
る
の
は
正
真
正
銘
の
金
銀
貨
に
よ
る
エ
キ
ュ
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
出
発
点
は
形
而
上
学
の
雲
の
中
に
あ

る
が
、
到
着
点
は
可
触
的
財
と
い
う
堅
固
な
地
盤
の
上
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
非
現
実
か
ら
現
実
へ
の
移
行
が
存
在

（
２
） Loc. cit., §258,

《D
er Staat ist als die W

irklichkeit des substantiellen W
illens, die er in dem

 zu 

seiner A
llgem

einheit erhobenen besonderen Selbsthew
usstsein hat, das an und für sich 

Vernünftige

》 

（
１
） H

egel’s W
erke, V

III B
and, G

rundlinien der Philosophoe des R
echts, §257 :

《D
er Staat ist die 

W
irklichkeit der sittlichen Idee,―

der sittliche G
eist als der offenbare, sich selbst deutliche, 

substantielle W
ille, der sich denkt und w

eiss, und das er w
eiss, und insofern er w

eiss, 

vollführt.

》 

（
１
） Les origines du socialism

e d’Etat en Allm
agne, Paris, 1897, p.25 
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こ
の
よ
う
な
妄
想
に
耽
る
人
間
た
ち
が
、
あ
く
ま
で
現
実
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
人
物
に
つ
い
て
い
か

に
高
慢
尊
大
に
語
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ン
ト
ラ
ー
（A

ndler

）
氏
は
次
の
よ
う
に

言
う
。
「
人
々
が
自
由
を
創
造
す
る

．
．
．
．
．
．
．
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
的
感
覚
に
と
っ
て
は
驚
く

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
…
自
由
を
創
造
す
る
た
め
に
は
放
任
で
十
分
で
あ
る
、
と
経
済
学
者
は
我
々
に
言
う

 

雲
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
動
物
と
か
景
色
等
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
象
を
そ
の
中
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
雲
の
曖
昧
で
ふ
わ
ふ
わ
し
た
輪
郭
は
そ
の
形
を
い
ろ
い
ろ
に
変
え
て
見
さ
せ
る
の
に
す
ば
ら
し

く
好
都
合
で
あ
り
、
人
は
そ
こ
に
自
ら
望
む
も
の
を
す
べ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
）
。
こ
れ
と
類
似
の

効
果
が
右
の
よ
う
な
曖
昧
で
理
解
不
能
の
推
論
に
よ
っ
て
も
生
み
出
さ
れ
る
。
多
く
の
人
々
が
そ
こ
に
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
事
物
を
見
、
そ
の
推
論
の
含
む
も
の
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
驚
く
べ
く
多
く
の
も

の
を
見
出
す
。 

 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
理
解
不
能
で
あ
り
、
夢
の
な
か
の
う
わ
言
に
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
「
倫
理
主
義
的
」
経
済
学
者
の
大
部
分
お
よ
び
、
マ
ル
ク
ス
を
含

め
て
社
会
主
義
者
の
一
部
の
思
考
を
支
配
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
義
か
ら
は
人
は
お
望

み
の
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
的
命
題
は
す
べ
て
主
語
Ａ
と
述
語
Ｂ
の
一
致
の
関
係
を
打

ち
立
て
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
項
の
一
つ
が
理
解
不
能
の
形
で
定
義
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
人
は
こ
の
命
題

を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
私
が
Ａ
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
場
合
、
私
は
い
か

に
し
て
述
語
Ｂ
が
主
語
Ａ
に
一
致
す
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
国
家
．
．
と
名
付
け
ら
れ
た
あ

る
ア
ン
テ
ィ
テ

実
体
が
、
「
道
徳
的
理
念
の
現
実
性
」
あ
る
い
は
「
自
由
の
実
現
」
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
明
瞭
に
「
自
己

を
思
惟
し
自
己
を
知
る
道
徳
的
理
念
」
と
定
義
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
肘
か
け
椅
子
の
倫
理
主
義
者
や
社

会
主
義
者
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
戯
言
を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
自
己
を
思
惟
す
る

理
念
」
あ
る
い
は
「
実
体
的
意
志
」
に
遭
遇
し
た
人
の
数
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
こ
の
「
道

徳
的
理
念
の
現
実
性
」
を
見
た
人
は
誰
も
お
ら
ず
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
知
っ
て
い
る
人
は
誰

も
お
ら
ず
、
あ
る
何
ら
か
の
述
語
が
こ
れ
ら
に
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
知
の
実
体
が
含
ま
れ
て
い
る
推
論
は
、
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ
す
多
少
と
も

曖
昧
な
感
情
に
助
け
ら
れ
た
観
念
連
合
に
よ
っ
て
の
み
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
） 

先
に
引
用
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
の
中
に
、
進
化
の
観
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る

進
化
に
出
発
点
が
必
要
で
あ
り
、

初
に
は
何
か
進
化
す
る
も
の
を
、

後
に
は
現
実
的
で
意
識
的
な
あ
る
も
の
、

そ
の
意
識
に
宇
宙
全
体
を
含
む
あ
る
も
の
、
宇
宙
的
意
識
と
な
る
何
か
あ
る
も
の
を
構
想
す
る
。
国
家
は
こ
の
進

化
に
お
け
る
一
段
階
で
あ
る
。 

 

同
様
に
謹
厳
で
慎
重
な
人
物
た
ち
も
、
ダ
ン
テ
はveltro

（
俊
敏
な
猟
犬
）
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
イ
タ
リ
ア
王

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
一
世
の
治
世
を
予
言
し
た
と
信
じ
た
。 

『
神
曲
』
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
の
注
釈
と
全
く
同
じ
程
度
に
確
信
的
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

前
者
の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
に
と
っ
て
は
か
な
り
不
安

な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 
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非
常
に
多
数
の
国
民
の
あ
い
だ
で
結
婚
は
一
定
の
血
縁
関
係
の
あ
る
人
間
の
あ
い
だ
で
は
禁
ぜ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
以
外
の
関
係
で
は
自
由
で
あ
る
。
先
に
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
こ
れ
は
ま
さ
に
不

正
確
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
婚
は
「
効
力
あ
る
担
保
設
定
」
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
自

由
で
あ
る
。
か
く
し
て
も
し
Ａ
が
Ｂ
と
結
婚
し
た
い
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
Ｂ
の
同
意
を
獲
得
す
る

こ
と
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
も
し
Ｂ
が
Ａ
を
欲
せ
ず
Ｃ
と
結
婚
す
る
こ
と
を
欲
す
る

 

わ
れ
ら
が
著
者
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
権
利
な
る
も
の
は
効
力
あ
る
担
保
設
定
に
存
す
る
。
そ
れ
な

し
で
は
い
か
な
る
人
物
も
自
由
で
は
な
い
。
人
格
は
そ
の
全
て
を
展
開
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
物
質
的
現

実
性
に
お
い
て

コ
ー
ル

身
体
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
正
義
．
．
と
は
そ
の
場
合
、
所
有
物
と
人
格
と
の
あ
い
だ

の
合
理
的
関
係
（un rapport rationnel

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ

社
会
主
義
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」
（loc.cit., P.21

）
何
の
担
保
で
あ
る
の
か
。
「
所
有
物

と
人
格
と
の
あ
い
だ
の
合
理
的
関
係
」
と
は
何
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
非
合
理
的
な
関
係
と
い
か
に
区
別

さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
何
か
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
の

背
後
に
は
何
も
存
在
し
な
い
。 

 

こ
こ
で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
し
て
論
理
と
い
う
も
の
に
は
あ
ま
り
配
慮
せ
ず
に
観
念
連
合
に

よ
っ
て
推
論
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
等
価
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
の
と
こ
ろ
は
本
質
的
に
異

な
っ
て
い
る
二
つ
の
命
題
の
あ
い
だ
の
移
行
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
は
ま
ず
我
々
に
、
自
由
と

は
事
物
に
対
す
る

プ
ヴ
ァ
ー
ル

支
配
力
で
あ
る
と
言
い
、
次
い
で
突
如
、
こ
の
支
配
力
は
つ
ま
る
所
、
あ
る
一
種
類
の

．
．
．
．
．
．

所
有
物
に
還
元
さ
れ
る
と
言
い
、
こ
の
所
有
物
の
質
も
量
も
示
さ
な
い
。
あ
る
小
僧
の
所
有
物
は
十
分
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
一
平
方
メ
ー
ト
ル
の
土
地
は
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
自
由
が
い
ろ
い
ろ
の

．
．
．
．
．
事
物

に
対
す
る
支
配
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
種
類
の

．
．
．
．
所
有
物
し
か
も
た
な
い
も
の
は
全
く
自
由
を
も
た
な
い
。

な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
事
物
に
対
し
て
支
配
力
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

（
１
）
。
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
家
も
同
じ
く
、
自
由
．
．
と
は
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
一
定
の
越
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
限
界
内
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
し
う
る
権
利
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
た
。
正
義
．
．
と

は
こ
の
限
界
内
に
自
己
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
…
ラ
ッ
サ
ー
ル
が
茶
化
し
た
夜
警
国
家

N
achtw

ächterstaat

は
ま
さ
し
く
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
国
家
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

の
哲
学
者
の
目
に
は
、
こ
れ
に
し
て
す
で
に
凡
庸
で
消
極
的
な
自
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
は
持
て

る
者
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
者
に
と
っ
て
は
形
式
的
で
虚
し
い
も
の
で
あ
る
。

真
の
自
由
と
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
か
ら
す
れ
ば
、
事
物
に
対
す
る
支
配
力
で
あ
り
、
現
実
的
所
有
な
し
の

自
由
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
」
（loc. cit., pp.20-21

）
。 

（
１
） 

も
し
彼
ら
経
済
学
者
が
こ
の
よ
う
に
言
う
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
大
い
に
間
違
っ
て
お
り
、
表
現
が
大
変
拙
く
、
経

済
科
学
の
領
域
か
ら
全
く
は
ず
れ
て
い
る
。
経
済
学
は
経
済
的
事
実
と
そ
れ
が
示
す
斉
一
性
を
研
究
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
天
文
学
が
星
占
い
に
凝
る
必
要
が
な
い
の
と
同
様
、「
自
由
の
創
造
」
に
か
か
ず
ら
う
必
要
は
全
く
な
い
。

ケ
プ
ラ
ー
が
星
占
い
を
や
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
た
と
き
に
は
ケ
プ
ラ
ー
は
占
星

学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
天
文
学
者
で
あ
っ
た
の
は
、
火
星
そ
の
他
の
惑
星
の
運
動
に
つ
い
て
の
驚
嘆

す
べ
き
研
究
に
従
事
し
て
い
た
と
き
だ
け
で
あ
る
。 
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ま
ず
第
一
に
こ
の
理
論
は
、
受
容
さ
れ
る
場
合
の
意
味
と
適
用
さ
れ
る
場
合
の
意
味
と
が
別
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
論
は
道
徳
的
意
味
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
。
人
は
労
働
に
つ

 

こ
の
言
葉
の
使
用
の
目
的
は
あ
る
種
の
理
論
を
要
約
す
る
こ
と
、
そ
れ
も
厳
密
な
分
析
は
免
れ
う
る
程

度
に
曖
昧
な
形
で
要
約
す
る
こ
と
に
あ
る
。
厳
密
に
分
析
す
れ
ば
そ
の
空
虚
さ
が
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
こ
の
理
論
は
労
働
の
果
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
富
の
み
が
合
法
で
あ
る
と
言
明
す
る
。
こ
の
起
源
を
も

た
な
い
富
は
働
い
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て

unearned 
increm

ent

と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
は
合
法
で
も
な
く
、
ま
た
正
当
に
獲
得
さ
れ
た
も
の

で
も
な
い
の
で
あ
る
。 

 

不
労
所
得unearned increm

ent 

の
理
論
に
お
い
て
も
観
念
連
合
が
同
じ
よ
う
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。unearned increm

ent 

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
目
指
し
て
い
る
の

は
特
に
経
済
上
の
金
利
所
得
（rente

）
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
言
葉
は

ト
ラ
ヴ
ァ
ユ

労
働
の
果
実
で

な
い
あ
ら
ゆ
る
富
に
適
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。 

 

自
由
．
．
と
い
う
言
葉
の
語
義
変
更
は
こ
の
よ
う
な
残
存
の
正
当
化
を
目
的
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
な
く
は
な
い
。
い
く
つ
か
の
場
合
に
は
そ
れ
が
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
般
に
は
、
庶
民

大
衆
は
こ
の
よ
う
な
理
論
的
に
微
妙
な
点
を
気
に
す
る
そ
う
し
た
習
慣
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
凋
落
し
つ
つ

あ
る
エ
リ
ー
ト
の
ほ
と
ん
ど
一
部
の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
エ
リ
ー
ト
は
自
ら
の
属
す
る
階
級

―
彼
ら
は
こ
の
階
級
の
没
落
を
準
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
を
裏
切
っ
て
い
る
と
多
少
と
も
漠
然
と
な

が
ら
感
じ
つ
つ
、
詭
弁
と
、
自
ら
の
良
心
を
安
心
さ
せ
る
た
め
の
口
実
と
を
貪
欲
に
追
求
し
、
他
方
、
彼

ら
が
そ
れ
で
よ
し
と
し
て
い
る
論
証
の
論
理
的
価
値
は
余
り
気
に
か
け
な
い
。 

 

十
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
九
世
紀
の

初
の
三
分
の
一
の
時
期
に
か
け
て
、
民
主
主
義
政
党
は
固
有

の
意
味
に
お
け
る
自
由
を
要
求
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
庶
民
階
級
が
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
制
限
規
定
の
廃

止
を
要
求
し
て
い
た
。
「
進
歩
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
は
こ
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
味
方
し
た
政
党
は
、
当
時
は
矛
盾
な
く
自
由
と
「
進
歩
」
に
訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し

か
し
庶
民
階
級
の
自
由
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
侵
害
が
消
滅
し
た
と
き
、
運
動
は
庶
民
階
級
の
利
益
の
方
向

に
お
い
て
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
利
益
は
も
は
や
彼
ら
自
身
の
た
め
に
自
由
を
要
求
す
る
こ

と
に
は
な
く
な
り
、
こ
の
要
求
は
も
は
や
対
象
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
他
の
人
間
た
ち
か
ら
こ
の
自
由
を
剥

奪
す
る
こ
と
に
利
益
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
当
時
も
現
在
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
も
っ

ぱ
ら
一
階
級
の
利
益
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
利
益
に
お
い
て
ま
ず
こ
の
階
級
に
有
害
不
利
な
制
限
規
定

を
廃
止
し
、
次
い
で
彼
ら
に
有
利
な
別
の
規
定
を
設
け
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
は
完
全
に
論
理
的
で
あ
る
。

「
進
歩
」
と
い
う
言
葉
は
一
方
の
事
物
に
も
他
方
の
事
物
に
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
め
る
こ
と
の
で
き
る
、

十
分
曖
昧
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
自
由
．
．
と
い
う
言
葉
は
も
は
や
現
今
の
要
求
に
適
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
現
在
、
強
制
拘
束
に
味
方
す
る
政
党
が
自
由
主
義
的
と
呼
ば
れ
る
の
は
た
だ

言
葉
の
残
存
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
残
存
の
事
例
は
他
に
も
多
数
存
在
す
る
。 

 

自
由
．
．
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
こ
の
よ
う
な
変
更
は
起
源
と
し
て
は
あ
る
理
論
的
意
図
を
も
っ
て
お
り
、

単
に
言
葉
の
残
存
に
す
ぎ
な
い
、
類
似
し
た
意
味
変
化
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。 

場
合
に
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
は
こ
れ
ら
の
人
々
に
「
効
果
的
に
担
保
す
る
」
た
め
に
ど
の

よ
う
に
振
舞
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
自
由
の
具
体
的
現
実
性
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
知
ら
れ
ざ
る

神
で
も
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
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他
方
、
我
々
が
い
ま
単
独
の
用
語
で
示
し
た
も
の
、
土
地
．
．
、
可
動
資
本

．
．
．
．
、
労
働
．
．
は
、
現
実
に
は
き
わ
め

て
複
合
的
で
あ
り
、
種
々
の
要
素
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

 

光
を
得
る
た
め
に
は
ラ
ン
プ
、
灯
心
、
油
が
必
要
で
あ
る
。
光
の
強
度
の
ど
の
部
分
が
こ
れ
ら
の
要
素

の
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
着
す
る
か
を
言
う
こ
と
は
絶
対
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
仔
牛
を
得
る
た
め
に
は
種
牛
と

雌
牛
が
必
要
で
あ
る
。
仔
牛
の
ど
の
部
分
が
種
牛
に
帰
着
し
、
ど
の
部
分
が
雌
牛
に
帰
着
す
る
か
を
決
定

す
べ
く
少
し
く
試
み
て
み
る
と
よ
い
。
あ
る
経
済
的
生
産
物
を
得
る
た
め
に
は
、
土
地
、
動
産
（
可
動
）

資
本
、
労
働
、
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
。
生
産
物
に
お
け
る
こ
れ
ら
各
要
素
部
分
を
決
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
方
向
に
お
い
て
行
わ
れ
た
試
み
は
す
べ
て
も
っ
ぱ
ら
詭
弁
に
立
脚
し
て

い
る
。 

 

次
に
、
こ
の
理
論
は
あ
る
誤
謬
に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
誤
謬
は
他
の
多
く
の
類
似
し
た
理
論

の
起
源
の
と
こ
ろ
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
生
産
物
の
中
で
、
生
産
の
各

因
子
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
着
す
る
各
部
分
と
い
う
も
の
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

少
し
く
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
論
は
量
的
形

式
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
理
論
は
全
く
何
も
の
を
も
意
味

し
な
い
。
既
に
Ｆ
・
フ
ェ
ラ
ー
ラ
（Ferrara

）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
労
働
と
か
努
力
が
全
く
欠
如
し

て
い
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
が
、
た
だ
し
か
し
、
受
領
権
利
証
を
現
金
に
換
え
に
行
く
苦
労
だ
け
を
す

れ
ば
よ
い
金
利
生
活
者
の
よ
う
な
場
合
が
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
努
力
は

少
で
あ
り
、
そ
の
努
力
が
も

た
ら
す
所
得
の
総
額
と
は
絶
対
的
に
釣
り
合
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
努
力
を
す
る
人
間
は
あ
る
報
酬

に
値
す
る
と
言
う
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
報
酬
は
な
さ
れ
た
努
力
に
比
例
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
あ
る
い
は
、
な
さ
れ
た
努
力
と
何
か
別
の
あ
る
量
的
関
係
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
つ

け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
そ
理
論
は
よ
り
正
確
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
理
論
は

適
用
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
努
力
を
測
定

し
比
較
す
る
い
か
な
る
手
段
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
は
す
べ
て
似
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
、
そ
の
努
力
を
概
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
右
の
困
難
を
取
り
除
く
と
し
て
も
、

unearned increm
ent

を
非
難
す
る
人
々
が
狙
っ
て
い
る
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
結
果
に
、
我
々
は
ま
た

も
や
到
達
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
例
え
ば
、
不
器
用
な
労
働
者
は
腕
の
良
い
労
働
者
よ
り
も
多

く
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
一
般
に
、
仕
事
と
い
う
も
の
は
そ

の
や
り
方
を
よ
く
知
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
苦
労
が
少
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。 

い
て
語
る
け
れ
ど
も
、
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
努
力
で
あ
る
。
こ
の
努
力
を
敢
行
す
る
人
間
は
報

酬
に
値
す
る
。
い
か
な
る
努
力
も
し
な
い
な
ら
ば
彼
は
い
か
な
る
報
酬
に
も
値
し
な
い
。
人
は
こ
の
理
論

を
経
済
的
意
味
に
お
い
て
も
用
い
る
。
す
な
わ
ち
獲
得
さ
れ
た
成
果
を
、
労
働
、
努
力
に
取
っ
て
代
わ
ら

せ
る
。こ
の
獲
得
さ
れ
た
成
果
な
る
も
の
は
努
力
、労
働
と
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
。

不
器
用
な
靴
屋
あ
る
い
は
気
の
入
っ
て
い
な
い
靴
屋
が
、
預
け
ら
れ
た
皮
を
む
だ
使
い
す
る
こ
と
は
あ
り

う
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
別
の
靴
屋
が
立
派
な
靴
を
つ
く
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

人
が
支
払
う
の
は
こ
の
靴
の
代
金
で
あ
り
、
努
力
の
こ
と
は
気
に
か
け
な
い
。 

（
１
） 

第
一
〇
章
を
参
照
。 
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あ
る
種
の
収
入
を
指
す
の
に
不
労
．
．
所
得
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
右
の
よ
う

な
研
究
を
す
べ
て
手
短
か
に
打
ち
切
り
、
そ
こ
に
観
念
連
合
か
ら
生
ま
れ
る
曖
昧
な
印
象
を
代
置
す
る
た

め
で
あ
る
（
１
）
。 

 

「
剰
余
価
値
の
生
産
は
そ
れ
ゆ
え
あ
る
点
を
越
え
て
延
長
さ
れ
た
価
値
の
生
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も

し
も
労
働
過
程
が
、
資
本
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
労
働
力
の
価
値
が
そ
れ
に
等
価
の
新
し
い
も
の
に
よ
っ

て
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
点
ま
で
、
続
く
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
単
純
な
価
値
の
生
産
が
存
在
す
る
だ
け
で

あ
る
。
労
働
過
程
が
こ
の
限
界
を
越
え
る
と
き
に
は
、
剰
余
価
値
の
生
産
が
存
在
す
る
。（
１
）
」
剰
余
労
働

と
は
剰
余
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
で
あ
る
。
「
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
の
総
量
、
労
働
者
が

そ
の
労
働
力
の
等
価
物
と
剰
余
価
値
を
生
産
す
る
時
間
の
総
量
、
こ
の
総
量
が
彼
の
労
働
時
間
す
な
わ
ち

労
働
日
の
絶
対
量
を
形
成
す
る
。
」
（loc,cit., p.98

）
「
可
変
資
本
」
に
対
す
る
剰
余
価
値
の
割
合
が
「
労

働
の
搾
取
の
度
合
」
を
表
わ
す
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
マ
ル
ク
ス
は
、
一
つ
の
事
例
に
お
い
て
次
の
こ

と
を
発
見
す
る
。
「
農
業
耕
作
者
（le laboureur

）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
の
口
実
の
下
に

相
互
に
分
割
し
合
う
剰
余
価
値
の
生
産
に
そ
の
労
働
日
の
半
分
以
上
を
使
っ
て
い
る
。
」
（loc.cit., 

P.94

）. 

 

以
上
の
よ
う
な
考
察
は
剰
余
価
値

．
．
．
．M

ehrw
erth 

と
い
う
術
語
の
使
用
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
マ
ル
ク

ス
そ
の
他
の
論
者
の
場
合
、
剰
余
労
働

．
．
．
．
や
そ
の
他
類
似
の
術
語
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
の
論
証
の
大
部
分
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
術
語
の
も
た
ら
す
観
念
連
合
の
お
か
げ
で
人
を
説
得
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

 

パ
リ
の
博
覧
会
の
準
備
の
た
め
に
働
い
て
い
た
指
物
師
た
ち
は
一
日
八
フ
ラ
ン
を
稼
い
で
い
た
。
少
な

く
と
も
等
価
の
労
働
を
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
の
指
物
師
た
ち
は
一
日
四
フ
ラ
ン
稼
ぐ
だ
け
で
あ
る
。
実
の

と
こ
ろ
誰
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
仮
に
我
々
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
指
物
師
が
同
じ
努
力

を
し
て
い
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
、
報
酬
の
基
盤
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
指
物
師
が
得
て
い
る
も
の
を
採
用

す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
フ
ラ
ン
ス
の
指
物
師
の
報
酬
の
中
に
四
フ
ラ
ン
のunearned increm

ent 

を
見

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
我
々
が
フ
ラ
ン
ス
の
指
物
師
の
努
力
を
、
イ
タ
リ
ア
南
部
の
一
日
一
二

時
間
働
い
て
七
五
サ
ン
チ
ー
ム
を
稼
ぐ
不
幸
な
農
業
日
傭
い
人
夫
の
努
力
―
こ
れ
は
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン

ス
の
指
物
師
の
努
力
と
同
等
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
―
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
大
き
な

unearned increm
ent 

が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
、
生
産
物
の
価
格
は
労
働
と
は
絶
対
的
に
無
関
係
の
非
常
に
多
数
の
状
況
に
依
存
す
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
結
果
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
報
酬
の
中
にunearned increm

ent

―
こ
の
言
葉
が
何
ら
か
の

意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
―
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

あ
る
人
物
が
衣
服
を
裁
断
し
、
別
の
人
物
が
そ
れ
を
縫
う
。
服
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
ど
の
よ
う

に
区
分
す
る
か
。
と
こ
ろ
で
も
し
貴
方
が
こ
の
区
分
を
正
確
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

こ
と
か
ら
必
然
的
に
結
果
す
る
の
は
、
一
方
の
人
物
が
自
分
に
帰
着
す
る
以
上
の
も
の
を
と
り
、
他
方
の

人
物
が
そ
れ
以
下
の
も
の
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
者
はunearned increm

ent 

を
享

受
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
）
労
働
の
積
分
的

．
．
．
産
物
に
つ
い
て
は
、
第
一
〇
章
の
類
似
の
例
を
参
照
。 

単
一
の
労
働
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
き
わ
め
て
多
数
の
労
働
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 
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も
し
我
々
が
い
ま
こ
の
二
人
の
う
ち
の
一
人
例
え
ば
Ｂ
を
憎
た
ら
し
い
人
物
に
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、

ま
さ
に
同
じ
事
実
を
別
の
用
語
法
に
よ
っ
て
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
日
に
二
人
の
提
携
者
は
四
フ
ラ
ン

分
の
花
び
ん
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
Ａ
は
二
フ
ラ
ン
し
か
受
け
取
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

彼
が
生
産
物
の
価
値
の
半
分
、
換
言
す
れ
ば
半
日
分
の
生
産
物
の
価
値
し
か
受
け
取
ら
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
半
日
の
間
に
彼
が
し
た
労
働
は
、
Ａ
が
受
け
取
る
報
酬
分
を
生
産
す
る
た
め
に
必

要
な
労
働
で
あ
る
。
別
の
半
日
分
の
労
働
は
「
剰
余
労
働
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
Ｂ
に
よ
っ
て
掠
奪
さ
れ
る

「
剰
余
価
値
」
を
も
た
ら
す
。
Ａ
に
対
す
る
「
搾
取
度
」
は
必
要
労
働
に
対
す
る
剰
余
労
働
の
割
合
で
あ

り
、
こ
の
仮
定
の
場
合
、
比
率
は
一
〇
〇
対
一
〇
〇
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
同
じ
よ
う
な
用
語
法
を
労
働
者
の
協
力
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
の
個
人
Ａ
と
Ｂ

と
が
花
び
ん
を
つ
く
る
た
め
に
協
力
す
る
。
Ａ
は
形
を
つ
く
り
、
Ｂ
は
炉
で
焼
く
。
彼
ら
は
毎
日
総
額
四

フ
ラ
ン
を
製
造
し
、
そ
れ
を
仲
良
く
分
け
る
。
つ
ま
り
Ａ
は
二
フ
ラ
ン
を
取
り
、
Ｂ
も
同
じ
く
二
フ
ラ
ン

を
取
る
。 

 

し
か
し
こ
の
論
証
は
容
易
に
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
例
え
ば
生
産
物
協
同
組
合
（une 

société coopérative de production

）
は
節
約
貯
蓄
し
た
人
々
か
ら
金
を
借
り
る
。
こ
の
協
同
組
合
は
、

貯
蓄
が
形
成
さ
れ
そ
れ
が
資
本
に
転
換
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
一
定
額
を
、
貯
蓄
に
対
す
る
金
利
と
し
て

支
払
う
。
こ
の
協
同
組
合
に
所
属
す
る
労
働
者
は
そ
れ
ゆ
え
「
資
本
力
」
を
買
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

資
本
家
が
「
労
働
力
」
を
買
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
金
利
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
は
資
本
を

使
用
し
―
概
念
を
唯
物
論
化
し
た
け
れ
ば
、
貸
し
出
さ
れ
た
貯
蓄
で
購
入
さ
れ
た
機
械
を
労
働
さ
せ
―
、

一
定
時
間
た
と
え
ば
一
日
四
時
間
使
用
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
労
働
者
は
逆
に
、
資
本
を
使
用
し
、
機

械
を
一
日
八
時
間
労
働
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
に
は
機
械
の
剰
余
労
働

．
．
．
．
、
資
本
の
剰
余
使
用

．
．
．
．

（sur-em
ploi

）
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
に
労
働
者
の
剰
余
労
働
が
存
在
し
た
の
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
協
同
組
合
の
労
働
者
は
、
機
械
の
剰
余
労
働
あ
る
い
は
資
本
の
剰
余
使
用
か
ら
結
果

す
る
と
こ
ろ
の
剰
余
価
値
を
掠
奪
し
、
資
本
を
搾
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
資
本
家
が
剰
余

価
値
を
掠
奪
し
、
労
働
者
を
搾
取
し
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

 

剰
余
価
値
、
剰
余
労
働
、
労
働
の
搾
取
率
、
こ
れ
ら
の
術
語
は
す
べ
て
観
念
連
合
に
よ
っ
て
「
資
本
家
」

に
対
し
て
非
難
を
投
げ
つ
け
る
た
め
に
計
算
さ
れ
る
。
資
本
家
は
こ
の
剰
余
価
値
を
掠
奪
し
、
剰
余
労
働

を
強
制
し
、
そ
う
し
て
労
働
者
を
搾
取
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
１
）
。 

（
１
） M

arx, Le Capital, I, trad. franç., p.83, chap.V
II. 

（
１
） 

マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
も
マ
ル
ク
ス
の
論
証
の
中
に
こ
の
種
の
内
容
を
確
認
し
て
い
る
。
ベ
ネ
デ
ッ
ド
・
ク
ロ
ー

チ
ェ
は Sulla concezione m

aterialistica della storia, p.17 

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
《Lo stesso 

concetto di sopravalore non è force un concetto m
orale…

? E
 senza il presupposto m

orale, 

com
e si spiegherebbe non chè l’azione politica del M

arx, quel tuono di violenta indignazione e 

di satira am
ara che si sente in ogni pagina del C

apitale?

》
こ
れ
は
た
し
か
に
正
し
い
が
、
感
情
に
訴

え
る
と
き
に
は
、
理
性
に
の
み
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
風
を
装
お
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

後
に
Ｂ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
右
の
見
解
を
修
正
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
で
述
べ
る
。 
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し
か
し
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
数
字
は
た
だ
説
明
上
の
価
値
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
」

と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
、
剰
余
価
値
が
相
当
な
も
の
に
見
え
る
よ
う
に
、
数
字
の
選
択
に
大
い
に
配
慮

し
て
い
る
。
あ
る
紡
績
工
場
の
場
合
に
つ
い
て
は
彼
は
剰
余
価
値
を
一
五
三
％
と
し
て
い
る
。
必
要
労
働

は
三
時
間
と
三
三
分
の
三
一
時
間
、
剰
余
労
働
は
六
時
間
と
三
三
分
の
二
時
間
（6heures 2/33

）
で
あ

る
。
読
者
は
観
念
連
合
に
よ
っ
て
労
働
者
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
破
廉
恥
な
搾
取
に
憤
慨
す
る
。
我
々
が

述
べ
た
耕
作
労
働
者
の
場
合
に
は
剰
余
労
働
は
一
〇
〇
％
台
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
数
字
は
実
際
に
は
単
な
る
説
明
上
の
価
値
と
は
全
く
異
な
る
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
数
字
は
読
者
の
な
か
に
ま
さ
に
著
者
の
命
題
に
好
意
的
な
感
情
を
生
み
出
す
の
に
協
力
す
る
。
他
方

で
は
、
も
し
貴
方
が
こ
れ
ら
の
数
字
は
現
実
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

右
の
よ
う
な
印
象
を
打
ち
壊
そ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
貴
方
の
反
論
は
意
味
が
な
い
、
こ
れ
ら
の
数
字
は

た
だ
説
明
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
つ
で
も
切
り
返
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

本
当
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
マ
ル
ク
ス
は
観
念
連
合
を
利
用
す
る
こ
と
を
少
し
も
嫌
が
ら
な
か
っ
た
。
剰

余
価
値
を
計
算
す
る
と
き
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
数
字
は
た
だ
説
明
上

の
価
値
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
」
（I, p.94

）
。
か
く
し
て
彼
は
こ
の
少
し
く
い
い
加
減
な
数
字
に
対
し
て
出

さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
反
論
か
ら
避
難
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
す
ぐ
に
数
の
差
は
あ
ま
り
大
き
く
は

な
い
は
ず
で
あ
る
と
ほ
の
め
か
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。「
実
の
と
こ
ろ
価
格
は
価
値
に
等
し

い
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
第
三
巻
で
は
、
平
均
価
格
に
つ
い
て
さ
え
こ
の
よ
う
な
等
置
は
そ

れ
ほ
ど
単
純
な
形
で
は
な
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
読
者
は
見
る
で
あ
ろ
う
。
」
し
か
し
、
誤
差
の
別
の
原
因
が

多
数
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
単
に
こ
の
よ
う
な
説
明
か
ら
結
果
す
る
差
異
と
は
別
の
差
異
が
多
数
存
在
す

る
の
で
あ
る
。 

 

「
資
本
」
は
労
働
者
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
剰
余
価
値
を
掠
奪
す
る
と
い
う
命
題
を
あ
る
人
が
支

持
し
て
も
、
彼
は
Ｂ
が
Ａ
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
剰
余
価
値
を
取
得
す
る
こ
と
、
し
か
し
Ｂ
の
介
入

は
花
び
ん
の
製
作
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
か
ら
何
も
掠
奪
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

を
明
ら
か
に
す
る
論
証
に
対
し
て
言
い
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
陶
工
の
ろ
く
ろ

と
か
ま
ど
を
提
供
す
る
「
資
本
家
」
の
介
入
も
同
じ
よ
う
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
か
ら
で

あ
る
。
資
本
家
に
よ
る
剰
余
価
値
の
掠
奪
が
問
題
に
な
る
場
合
に
お
い
て
真
の
対
応
は
マ
ル
ク
ス
自
身
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
価
値
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
か
ら
立
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
確
認
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、

こ
の
価
値
の
一
部
分
が
労
働
者
以
外
の
と
こ
ろ
に
行
く
場
合
に
は
、
そ
れ
は
純
粋
の
寄
生
者
の
と
こ
ろ
に

行
く
の
で
あ
り
、
掠
奪
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
形
式
の
も
と
に
証
明
は

論
理
的
に
な
り
、
も
は
や
単
な
る
観
念
連
合
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
検
討
す
べ
き
点
は
た

だ
論
証
の
前
提
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
Ｂ
は
憎
た
ら
し
い
人
物
に
さ
れ
、
Ａ
は
同
情
に
値
す
る
人
物
と
な
る
。
し
か
し
Ｂ
は
そ
れ

を
あ
ま
り
嘆
く
こ
と
は
な
い
。
例
に
よ
っ
て
的
確
賢
明
な
言
葉
づ
か
い
が
生
み
出
す
観
念
連
合
に
よ
っ
て
、

ま
さ
し
く
類
似
の
推
論
で
、
Ｂ
を
搾
取
し
剰
余
価
値
と
剰
余
労
働
を
掠
奪
し
て
い
る
の
は
逆
に
Ａ
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

価
値
．
．
と
い
う
術
語
は
し
ば
し
ば
、
厳
密
に
定
義
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
の

暗
示
す
る
観
念
を
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
術
語
に
は
非
常
に
多
数
の
異
な
る
定
義

が
あ
り
、
そ
の
結
果
人
は
遂
に
は
途
方
に
く
れ
て
し
ま
い
、

も
よ
い
の
は
多
分
、
政
治
経
済
学
に
お
い
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障
害
は
し
ば
し
ば
我
々
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
現
実
に
取
る
形
と
は
別
の
形
で
表
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
別
の
形
の
も
と
に
我
々
は
交
換
．
．
に
よ
っ
て
障
害
を
克
服
す
る
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
手
に
入
れ
る
に
つ
い

て
存
在
す
る
困
難
は
、
そ
れ
を
欲
す
る
御
婦
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
獲
得
す
る
の
に
必

要
な
労
働
と
い
う
形
で
は
、
ま
た
動
産
な
ら
び
に
不
動
産
資
本
の
使
用
と
い
う
形
で
は
表
わ
れ
な
い
。
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
の
価
格
．
．
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
困
難
を
総
合
す
る
価
格
．
．
と
い
う
形
で
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
観
念
連
合
に
よ
っ
て
価
値
．
．
と
い
う
言
葉
に
結
び
つ
く
、
第
三
の
意
味
が
出
て
来
る
。
あ
る

一
人
の
人
物
は

キ
ン金

を
直
接
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
嗜
好
も
有
し
て
い
な
い
が
、
た
ま
た
ま
莫

大
な
宝
石
の
所
有
者
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
に
お
い
て
は
こ
の
金
は
彼
に
と
っ
て
何
の
価
値
．
．
も
な
い
。
第

二
の
意
味
に
お
い
て
は
何
ら
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
全
く
価
値
を
も
た
な
い
。
第
三
の
意
味
に
お
い
て
は

そ
の
金
は
大
い
に
価
値
が
あ
る

．
．
．
．
．
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
を
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
望
む
も
の

を
す
べ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
金
が
、
彼
の
望
む

も
の
が
金
と
交
換
で
獲
得
さ
れ
う
る
市
場
に
、
の
っ
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
彼
が
砂
漠
の
ま

っ
た
だ
な
か
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
金
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
何
の
価
値
．
．
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
価
値
．
．
と
い
う
言
葉
は
我
々
の
う
ち
に
非
常
に
多
数
の
感
情
を
生
ぜ
し
め
る
。
も
し
我
々
の
関
心
が

よ
り
特
殊
的
に
我
々
の
嗜
好
に
集
中
し
て
い
る
な
ら
ば
、
価
値
．
．
あ
る
も
の
と
は
我
々
に
と
っ
て
は
そ
の
嗜

好
を
満
足
さ
せ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
経
済
学
者
が
使
用
価
値

．
．
．
．
を
定
義
し
た
の
は
こ
の
方
向
に
お
い
て

で
あ
り
、
こ
の
見
方
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
我
々
が
障
害
の
ほ
う
に
関
心
を

集
中
す
る
な
ら
ば
、
価
値
．
．
あ
る
も
の
と
は
、
障
害
を
克
服
し
て
で
な
け
れ
ば
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
水
は
泉
の
そ
ば
に
い
る
人
物
に
と
っ
て
は
何
の
価
値
．
．
も

な
く
、
他
方
先
の
意
味
に
お
い
て
は
水
は
こ
の
同
じ
人
物
に
と
っ
て
も
大
い
に
価
値
．
．
が
あ
る
。
障
害
の
存

在
は
我
々
に
不
自
由
と
苦
痛
の
感
情
を
惹
き
起
こ
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ

る
と
し
て
も
、
あ
る
種
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
価
値
．
．
の
観
念
は
苦
痛
と
努
力
の
観
念
に

結
び
つ
く
。
観
念
連
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
う
し
た
考
え
方
を
明
確
化
す
る
た
め
の
擬
似
科
学
的
な
あ

る
種
の
試
み
は
価
値
．
．
と
労
働
と
を
同
一
視
す
る
に
至
る
。 

 

経
済
的
均
衡
は
人
々
の

グ
ー

嗜
好
と
こ
の
嗜
好
の
満
足
を
手
に
入
れ
る
に
つ
い
て
の
障
害
と
の
あ
い
だ

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

対
比

か
ら
生
ず
る
。
経
済
的
均
衡
の
理
論
は
す
べ
て
交
換
価
値

．
．
．
．
あ
る
い
は
そ
れ
の
相
当
語
を
用
い
な

く
と
も
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
１
）
。 

て
は
こ
の
術
語
の
使
用
を
拒
否
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ス
タ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン

ズ
（Stanley Jevons

）
は
こ
の
道
を
選
び
、
交
換
価
値
．
．
の
代
り
に
交
換
比
率

．
．
．
．
（taux d’échange

）
と

い
う
術
語
を
用
い
る
こ
と
を
提
案
し
た
。 

（
１
） G

iornale degli Econom
isti, R

om
e, Septem

bre 1901 
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こ
の
よ
う
に
、
流
行
の
用
語
が
存
在
す
る
。
一
八
世
紀
の
終
わ
り
に
は
「

サ
ン
シ
ブ
ル

敏
感
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
真
只
中
に
お
い
て
は
サ
ン
．
．
・
キ
ュ
ロ
テ
ィ
ス

．
．
．
．
．
．
ム．（
過
激
共
和
主
義
）
が
人
々

を
分
類
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
に
は
「
友
愛
」
が
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
が
、
今

日
で
は
そ
れ
は
流
行
遅
れ
に
な
り
、
全
く
権
威
を
失
っ
て
い
る
。
我
々
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、「
連
帯
的
」

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
と
は
全
く
無
関
係
と
思
わ
れ
る
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い
る
と

 

同
一
の
用
語
に
つ
い
て
の
多
数
の
、
そ
し
て
い
く
ら
か
曖
昧
な
こ
う
し
た
意
味
が
、
政
治
経
済
学
に
お

い
て
絶
え
ず
再
燃
す
る
誤
謬
の
過
去
現
在
に
お
け
る
一
源
泉
と
し
て
、
非
常
な
不
明
確
さ
を
生
み
出
し
て

い
る
。 

 

価
値
．
．
と
い
う
用
語
の
数
多
く
の
受
け
取
ら
れ
方
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
効
用
．
．
と
い
う
用
語
に
も
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
人
物
が
「
茶
を
飲
む
こ
と
は
私
に
は
何
の
価
値
．
．
も
な
い
」
と
い
う
と
き
、

価
値
．
．
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
我
々
が
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
意
味
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
意
味

す
る
の
は
、
茶
を
飲
む
こ
と
は
こ
の
人
物
の
健
康
に
と
っ
て
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
茶
は
彼
に

と
っ
て
好
ま
し
い
（
第
一
の
意
味
に
お
い
て
価
値
が
あ
る

．
．
．
．
．
）
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
の

に
困
難
が
あ
る
（
第
二
の
意
味
に
お
い
て
価
値
が
あ
る

．
．
．
．
．
）
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
を
交
換
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
望
ま
し
い
も
の
を
獲
得
す
る
（
第
三
の
意
味
に
お
い
て
価
値
が
あ
る

．
．
．
．
．
）
こ
と
も
で
き
る
。
価
値
．
．
と

い
う
用
語
の
右
の
よ
う
な
第
四
の
意
味
は
、
使
用
価
値

．
．
．
．
を
定
義
し
た
経
済
学
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
除
外

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、こ
れ
を
除
外
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
「
空
気
と
水
は
と
て
つ
も
な
く
効

用
が
大
き
い
の
に
何
故
に
全
く
価
値
．
．
が
な
く
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
ほ
と
ん
ど
効
用
が
な
い
の
に
何
故
に
大

い
に
価
値
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
詭
弁
は
、
使
用
価
値
が
価
値
．
．
と
い
う
言

葉
に
与
え
て
い
る
曖
昧
さ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
。 

 
価
格
．
．
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
障
害
を
総
合
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
観
念
連
合
に
よ
っ
て
、
か
な

り
素
朴
な
次
の
よ
う
な
幻
想
が
依
然
と
し
て
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
価
格
に
対
し
て
人
為
的
に
働
き
か
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
障
害
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
幻
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幻
想
は
次
の

よ
う
な
人
物
に
似
て
い
る
。
彼
は
パ
リ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
行
く
に
つ
い
て
実
際
に
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い

距
離
を
、
地
図
の
上
で
実
際
よ
り
も
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
あ

る
い
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
人
物
は
、
写
真
に
手
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
写
真
の
人
物
を
も
美
し
い
も
の

に
で
き
る
と
考
え
る
。
猿
の
銭
（
訳
注: m

onnaie-signe

―
猿
に
芸
を
さ
せ
て
橋
の
通
行
料
を
支
払
わ
な

か
っ
た
話
に
ち
な
む
）
の
考
え
方
も
部
分
的
に
は
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
考
え
方
に
結
び
つ
い
て
い
る
。 

そ
の
起
源
は
多
少
と
も
科
学
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
観
念
連
合
に
加
え
て
、
情
熱
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
、

よ
り
粗
野
な
別
の
観
念
連
合
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
事
情
で
一
九
世
紀
の
始
め
に
は
自

由
主
義
は
す
べ
て
ジ
ャ
コ
バ
ン

．
．
．
．
．
と
呼
ば
れ
、
次
に
、
自
由
主
義
の
反
対
者
は
共
産
主
義
者

．
．
．
．
．
あ
る
い
は
社
会
．
．

主
義
者

．
．
．
と
呼
ば
れ
た
。
現
在
で
は
い
く
つ
か
の
国
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
逆
に
、
非
常
に
多
く
の

人
物
が
社
会
主
義
者
た
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
他
方
で
は
真
の
社
会
主
義
と
偽
り
の
社
会
主
義
、
良

い
社
会
主
義
と
悪
い
社
会
主
義
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
人
々
が
所
属
す
る
の
を
名
誉
と
思
う
の
が
真
の

良
き
社
会
主
義
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ガ
リ
フ
ェ
（G

allifet

）
将
軍
で
さ
え
議
会
に
お
い
て
、

自
分
は
こ
の
意
味
に
お
け
る
社
会
主
義
者
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。 
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い
わ
ゆ
る
歴
史
法
則

．
．
．
．
．
．
．
．
―
昔
の
社
会
主
義
体
系
は
普
通
、
祖
先
の
賢
明
な
制
度
へ
の
回
帰
と
し
て
、
あ
る

い
は
論
証
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
的
体
系
の
著
者
た
ち

の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
作
用
を
逃
れ
よ
う
の
な
い
歴
史
法
則
の
啓
示
者
と
し
て
自
ら
を
示
そ
う
と
す
る
傾

向
が
存
在
す
る
。
こ
の
著
者
た
ち
は
単
に
、
起
き
る
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
言
明
す
る
予
言
者
に
す
ぎ
な

い
。
彼
ら
の
予
言
が
一
人
も
信
者
を
見
出
さ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
事
態
の
進
行
を
な
ん
ら
変
化

さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
改
革
者
た
ち
に
こ
の
方
向
の
考
え
方
を
取
ら
せ
た
の
に
は
多
分
多
く
の
事
情
が
影

響
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
現
代
で
は
、
実
証
科
学
の
偉
大
な
進
展
が
あ
る
。
こ
の
改
革
者
た

ち
は
そ
の
苦
心
の
迷
論
を
、
尊
重
さ
れ
て
い
る
諸
科
学
の
方
法
と
成
果
に
よ
っ
て
覆
お
う
と
願
い
、
化
学

や
物
理
学
の
見
事
に
証
明
さ
れ
た
法
則
を
否
定
し
よ
う
と
企
て
る
よ
う
な
人
物
が
免
れ
え
な
い
信
用
失
墜

を
、
自
ら
の
敵
対
者
の
上
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
ア
テ
ネ
で
は
、
多
く
の
法
律
が
ソ
ロ
ン
―
こ

の
立
法
者
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
―
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
我
ら
が
改
革
者
た
ち
は
、

い
わ
ゆ
る
個
人
の
権
利
．
．
、
伝
統
、
感
情
的
形
而
上
学
的
発
想
を
彼
ら
に
対
置
す
る
反
対
者
た
ち
と
格
闘
し

て
い
る
。
彼
ら
は
科
学
を
自
分
た
ち
の
味
方
に
す
る
振
り
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ

と
は
彼
ら
自
身
が
そ
の
敵
と
同
じ
く
ら
い
に
形
而
上
学
的
論
証
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ

 

「
平
等
」
に
つ
い
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
理
論
上
は
若
干
の
称

讃
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）
。 

い
う
、
ま
こ
と
に
喜
劇
的
な
熱
狂
が
存
在
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
公
的
議
論
は
一
回
な

い
し
は
数
回
は
「
連
帯
」
と
い
う
言
葉
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
言
葉
は
単
な
る
商
業
的
広
告

宣
伝
の
中
に
さ
え
見
ら
れ
る
（
１
）
。
こ
の
言
葉
を
用
い
る
政
治
家
は
多
少
と
も
曖
昧
で
、
社
会
主
義
と
い

う
言
葉
が
呼
び
お
こ
す
の
と
類
似
の
観
念
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
連
帯
は
、
マ
ル
ク
ス

主
義
お
よ
び
そ
の
他
の
社
会
主
義
党
派
と
競
争
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
政
治
家
向
け
に
和
ら
げ
ら
れ
た
一

種
の
社
会
主
義
で
あ
る
。 

（
１
） 

実
践
上
は
別
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年
パ
リ
で
上
演
さ
れ
た
面
白
い
小
喜
劇
「
階
段
」L’E

chelle 

は
、
上
位
者
に
向

か
っ
て
は
平
等
を
要
求
し
、
下
位
者
に
向
か
う
と
き
に
は
奇
妙
に
も
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
う
人
物
た
ち
を
登
場
さ

せ
て
い
る
。
「
そ
れ
じ
ゃ
一
体
我
々
の
父
た
ち
が
八
九
年
に
や
っ
た
こ
と
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
」
こ
う
彼
ら
は
上

位
者
に
向
か
っ
て
言
う
。
し
か
し
、
下
位
者
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
と
き
に
は
こ
れ
は
別
の
言
葉
に
な
る
。
各
人
は

自
分
よ
り
下
に
い
る
者
を
す
げ
な
く
扱
い
、
も
は
や
そ
の
優
位
性
を
行
使
す
る
場
を
も
た
な
い
乞
食
に
至
っ
て
は

自
分
の
犬
を
の
の
し
る
。 

（
１
） 

人
は
遂
に
「
超
自
然
的
連
帯
」
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
冗
談
で
は
な
い
。G

eorges G
oyac, Autour du 

catholicism
e social , 1

re serie, p.74.

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
は
実
際
、
超
自
然
的
連
帯
の
真
の
組
織
を
我
々
に

洞
察
さ
せ
る
。
」p.76. 

「
な
お
さ
ら
に
、
諸
聖
人
の
通
功
の
お
か
げ
で
、
ま
た
そ
の
結
果
で
あ
る
超
自
然
的
集
産

主
義
の
お
か
げ
で
…
」
我
々
は
こ
の
集
産
主
義
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、B

enoît M
alon 

の
そ

れ
の
よ
う
に
「
統
合
的

ア
ン
テ
グ
ラ
ル

」
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
知
ら
な
い
。
著
者
は
こ
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
読
者
に
知

ら
せ
る
こ
と
を
怠
っ
た
。 

    

198



 

難
点
は
二
種
類
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
は
こ
の
方
法
の
使
用
が

も
好
都
合
な
場
合
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
明
確
に
定
義
さ
れ
測
定
可
能
な
あ
る
現
象
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
想
定
し
よ
う
。
こ

の
場
合
に
問
題
に
な
る
の
は
数
学
者
が
内
挿
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
を
限
界
を
越
え
て
行
な
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
結
果
が
い
か
に
不
正
確
で
し
ば
し
ば
ま
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
も
し
社
会
現
象
が
均
一
的
に
増
大
（
あ
る
い
は
衰
退
）
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
去

か
ら
未
来
を
推
論
す
る
こ
と
は
容
易
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ
る
現
象
が
そ
の
強
度
を
従
来
増
大
さ
せ
て
き

た
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
現
象
は
未
来
に
お
い
て
も
な
お
強
度
を
増
大
さ

せ
る
で
あ
ろ
う
と
推
論
さ
れ
る
。
し
か
し
社
会
現
象
は
一
般
的
に
波
動
的
推
移
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
強

度
が
増
大
す
る
諸
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
が
減
少
す
る
諸
時
期
が
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
観
察
さ
れ
て

い
る
増
大
の
時
期
が
遅
か
れ
早
か
れ
あ
る
衰
退
の
時
期
を
従
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
実

に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
（
１
）
。 

 

こ
れ
が
実
際
に
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
法
は
卓
越
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不

幸
な
こ
と
に
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
大
い
な
る
困
難
を
呈
し
て
い
る
。 

 

「
と
こ
ろ
で
―
と
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
は
言
う
―
歴
史
．
．
の
こ
の
新
し
い
見
方
（
１
）
、
言
わ
ば
過
去
形

．
．
．

で
人
類
の
未
来
．
．
を
語
ら
せ
る
こ
の
新
し
い
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
証
明
．
．
、

未
来
へ
の
我
々
の
夢
を
支
え
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
証
明
．
．
は
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
も
つ
の
か
。
一
つ
の
新

し
い
科
学
、
そ
の
名
に
値
す
る
す
べ
て
の
科
学
と
同
じ
よ
う
に
実
証
的
な
一
科
学
が
サ
ン
・
シ
モ
ン
に
よ

っ
て
構
想
さ
れ
た
。
そ
の
科
学
と
は
人
類
の

．
．
．
科
学
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
天
文
学
、
物
理
学
に
お
い
て
採

用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
諸
事
実
は
そ
こ
で
は
、
一
連
の
同
種
的
項
目
に
よ
っ
て
分
類

さ
れ
、
一
般
化

．
．
．
と
特
殊
化

．
．
．
の
序
列
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
傾
向
．
．
を
浮
き
出
さ
せ
る
、
す

な
わ
ち
諸
事
実
が
従
っ
て
い
る
増
大
．
．
と
衰
退
．
．
の
法
則
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
」 

 

サ
ン
・
シ
モ
ン
の
徒
は
、
彼
ら
の
師
が
歴
史
法
則
を
発
見
し
た
と
信
じ
て
い
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ

ン
ト
は
こ
の
名
誉
は
自
ら
の
手
に
落
ち
て
来
る
も
の
と
考
え
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
こ
の
同
じ
名

誉
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
同
意
が
成
り
立
つ
と
は
考
え
に
く
く
、
必
然
的

に
彼
ら
の
う
ち
の
誰
か
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
ら
す
べ
て
が
ま
ち
が
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。 

 

次
に
、
現
在
の
改
革
の
運
動
は
民
主
主
義
的
で
あ
る
の
で
、
改
革
者
に
と
っ
て
は
、
外
見
上
控
え
目
な

役
割
を
引
き
受
け
、
新
し
い
体
系
の
創
造
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
法
則
の
予
言
者

た
る
こ
と
で
満
足
す
る
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
） Cours, II, §578. 

（
１
） D

octrine Saint-Sim
onienne,  Exposition, Paris,1855, p.18. 

こ
の
引
用
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
用
語

を
強
調
す
る
著
者
た
ち
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
著
者
は
語
を
強
調
す
る
と
い
う
方
法
を
著
し
く
濫
用
す
る
。
興

奮
高
揚
し
た
あ
る
種
の
人
間
が
こ
の
悪
癖
に
陥
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。 

た
。 
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以
上
は
す
べ
て
が
無
根
拠
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
曖
昧
で
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
。
こ
の
方
法
を

も
っ
と
正
確
に
判
断
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
過
去
に
適
用
し
て
み
よ
う
。
ロ
ー
マ
帝
国
が
そ
の
栄
光
の
さ

な
か
に
あ
り
、
パ
ッ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
が
地
中
海
地
方
を
そ
の
恩
恵
に
よ
っ
て
満
た
し
て
い
た
時
代
に
は

ま
さ
に
右
と
同
じ
よ
う
な
推
論
を
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
同
じ
推
論
が
数

世
紀
後
に
は
、
す
な
わ
ち
蛮
族
の
侵
入
の
時
代
に
は

も
顕
著
明
白
な
否
認
を
こ
う
む
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
続
け
よ
う
。
戦
争
状
態
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
封
建
制
の
時
代
に
到
達
す
れ
ば
、

先
と
は
逆
の
推
論
を
な
す
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
事
実
に
よ
る
検
証
と
し
て
こ
れ
以
上
の

 

サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
の
要
約
は
次
の
よ
う
に
続
く
。
「
こ
の
科
学
の

初
の
適
用
は
、
普
遍
的
結

．
．
．
．

合．
、
換
言
す
れ
ば
、
継
起
的
に
家
族
．
．
、
排
他
的
階
級

．
．
．
．
．
、
都
市
．
．
、
国
民
．
．
、
『
人
類

ユ
マ
ニ
テ

』
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
る
、
敵
対
．
．
の
減
少
へ
の
人
類
の
傾
向

エ
ス
ペ
ス
・
ユ
メ
ー
ヌ

を
検
証
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

初
は
戦
争
．
．
の
た

め
に
構
成
さ
れ
て
い
た
諸
社
会
が
一
つ
の
『
普
遍
的

．
．
．
』
平
和
的

．
．
．
『
結
合
．
．
』
へ
と
融
合
す
る
と
い
う
結
果
が

生
ず
る
。（
１
）
」 

 

さ
ら
に
次
に
は
は
る
か
に
重
大
な
一
困
難
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
内
挿
し
よ
う
と
す
る
現
象

が
測
定
可
能
で
も
な
く
、
さ
ら
に
は
明
確
な
定
義
さ
え
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、

過
去
の
観
察
か
ら
推
論
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
法
則
な
る
も
の
は
大
抵
の
場
合
、
純
粋
な
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
法
則
は
、
過
去
の
研
究
が
我
々
の
う
ち
に
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
非
常
に
曖
昧
な

諸
感
情
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
、
い
く
つ
か
の
関
連
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。 

 
観
念
を
明
確
に
す
る
た
め
に
一
つ
の
例
、
人
口
の
増
加
の
場
合
を
考
え
よ
う
。
こ
の
場
合
現
象
は
明
瞭

に
定
義
さ
れ
て
お
り
、
測
定
可
能
で
あ
り
、
内
挿
と
い
う
数
学
的
方
法
が
適
用
可
能
で
あ
る
。
な
ん
と
こ

の
よ
う
な
場
合
で
も
、
多
少
と
も
離
れ
た
未
来
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
を
過
去
か
ら
推
論
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
（
１
）
。
一
八
〇
一
年
か
ら
一
八
九
一
年
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
数
を
内
挿
す
れ
ば
、

過
去
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
法
則
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
が
将

来
に
お
い
て
た
ど
る
で
あ
ろ
う
法
則
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
ど
こ
ろ
か
、
確
実
な
の
は
た

だ
一
つ
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
が
こ
の
法
則
に
従
っ
て
増
大
し
つ
づ
け
る

こ
と
は
絶
対
的
に
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
面
積
は
三
七

二
三
万
九
三
五
一
エ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
も
し
一
八
〇
一
年
か
ら
一
八
九
一
年
ま
で
観
察
さ
れ
た
増
加
の
法

則
が
さ
ら
に
こ
の

後
の
年
か
ら
六
五
八
年
近
く
続
き
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
一
メ
ー
ト
ル
平

方
に
つ
き
一
人
の
住
民
が
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
経
済
的
進
歩
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

れ
、
か
く
も
稠
密
な
人
口
が
生
存
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
が
た
し
か
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
一

八
〇
一
年
か
ら
一
八
九
一
年
ま
で
に
観
察
さ
れ
た
増
加
の
法
則
が
六
五
八
年
と
い
う
期
間
に
つ
い
て
立
証

さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
」
（Cours, I, §211

）
。 

（
１
） Loc. cit., p.18-19. 

（
１
） Journal de la Société de statistique de Paris, novem

bre 1897. 

    

200



 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
以
降
、
あ
る
い
は
キ
ケ
ロ
の
対
話D

e natura deorum
(

１) 

以
降
、
人
々
は

ど
れ
ほ
ど
後
退
し
た
こ
と
か
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
伝
作
者
の
馬
鹿
正
直
な
軽
信
、
ホ
メ
ロ
ス
の

模
倣
者
に
見
ら
れ
る
も
の
以
上
で
さ
え
あ
る
軽
信
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
当
時
の
ロ
ー
マ
世
界
が
歩
ん
で
い
た
方
向
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の

予
見
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
ま
も
な
く
風
向
き
は
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。
東
方
の

キ
ュ
ル
ト

宗
教
が
ロ
ー
マ
に
侵
入
し
、
次
い
で
宗
教
戦
争
と
中

世
の
暗
黒
が
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
人
々
が
次
の
よ
う
に
言
い
え
た
の
は
も
は
や
単
に
過
去
に
つ
い

て
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
現
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

 

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
（Lucrèce

）
は
宗
教
に
対
す
る
唯
物
論
の
勝
利
の
讃
歌
を
次
の
よ
う
に
謳
っ
て
い

る
。 

 

ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
で
王
政
が
消
滅
し
て
い
た
時
代
に
生
き
て
い
た
一
個
人
を
想
定
し
、
彼
に
は
、
必

要
な
歴
史
知
識
と
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
種
類
の
推
論
に
従
事
す
る
傾
向
が
あ
る
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。

彼
が
壮
大
な
歴
史
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
蛮
族
を
除
い
て
、
到
る
と
こ
ろ
で
王
政
は

消
滅
す
る
か
、
あ
る
い
は
著
し
く
弱
体
化
し
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
専
制
君
主
の
時
代
が
ほ
ん
の
僅
か

し
か
続
か
ず
、
寡
頭
政
治
と
民
主
政
治
が
異
論
の
余
地
な
く
支
配
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
明
ら
か
に
人

類
が
進
む
方
向
で
あ
る
。
し
か
し
す
ぐ
さ
ま
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
と
共
に
、
次
い
で

ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（A

uguste

）
と
共
に
、
こ
の
方
向
は
完
全
に
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。

再
び
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
実
証
的

．
．
．

一
科
学
に
よ
っ
て
新
た
な
一
歴
史
法
則
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
再
び
諸
事
実
は
そ

の
歴
史
法
則
を
裏
切
る
形
で
変
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
、
あ
る
い
は
ト
ラ

ヤ
ヌ
ス
の
時
代
に
、
人
は
合
理
的
に
封
建
制
を
予
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。 

も
の
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

キ
ケ
ロ
の
懐
疑
的
精
神
は
消
滅
し
た
が
、
幾
世
紀
も
の
後
再
生
す
る
。
《E

x quo existit et illud, m
ulta esse 

probabilia, 
quae 

quanquam
 

non 
perciperentur, 

tam
en 

quia 
visum

 
haberent 

quem
dam

 
insignem

 et illustrem
, his sapientis vita regeretur

》(Loc. cit., I, 5). 

そ
し
て
神
々
に
関
し
て
人
々
が

も
ち
う
る
見
解
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
《Profecto eos ipsos, qui se aliquid certi 

（
１
） D

e rerum
 natura,I, 79-80.

「
か
く
し
て
今
度
は
宗
教
が
踏
み
に
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
我
々
の
勝
利
は
我
々
を

天
に
比
肩
せ
し
め
た
。
」 

 

こ
の
詩
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
先
に
（I,102

）
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
に
つ
い
て
も
、
大
部
分
の
翻
訳
者
が
読
者

を
憤
慨
さ
せ
な
い
た
め
に
、religio 

を superstition 

と
訳
し
て
い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
が
こ
の
言
葉
に
与
え
て
い
る
意
味
で
は
な
い
。
彼
が
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
た

し
か
に
宗
教
の
こ
と
で
あ
る
。 

     
Q

uare R
eligio, pedibus subjecta, vicissim

 O
bteritur, nos exaequat victoria coelo.

（
１
） 

Tantum
 R

eligio potuit suadere m
alorum

. 
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オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
社
会
進
化
の
一
般
法
則
を
発
見
し
た
と
自
ら
信
じ
、
そ
し
て
多
く
の
人
々

が
『
実
証
哲
学
体
系
』Systèm

e de philosophie positive 

の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
業
績
を
賞
讃

し
た
。
後
の
著
作
の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
繰
返
し
て
い
る
。
「
現
在
の
主
要
な
思
想
家
た
ち
の
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
が
社
会
的
な
ら
び
に
知
的
な
人
類
の
進
化
の
一
般
法
則
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
然
哲
学
の
全
体
を
完
成
さ
せ
整
序
し
た
基
本
構
想
の
、
二
重
の
目
的
は
以
上
の
如
く
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
こ
の
大
法
則
に
立
ち
戻
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
に
は
も
は
や
反
論
は
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
…
。
こ

の
法
則
は
、
我
々
の
何
ら
か
の
思
弁
は
す
べ
て
必
然
的
な
継
起
的
三
段
階
を
通
過
す
る
こ
と
を
闡
明
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
神
学
的
段
階
、
そ
こ
で
は
全
く
証
明
さ
れ
な
い
、
心
の
ま
ま
の
虚
構
が
明
確
に
支
配

す
る
。
次
は
形
而
上
的
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
擬
人
化
さ
れ
た
抽
象
あ
る
い
は
実
体
の

習
慣
的
支
配
で
あ
る
。

後
は
、
常
に
外
的
現
実
の
正
確
な
評
価
に
基
づ
く
、
実
証
的
段
階
で
あ
る
。（
１
）
」 

 

こ
の
人
類
発
展
の
一
般
的
情
景
は
地
中
海
の
一
部
を
含
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
、
仏
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
、
を
無
視
し
て
い
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
に
至
っ
て
は
言
及
の
栄
に
も
浴
し
て
い
な
い
。

N
um

a

に
つ
い
て
の
示
唆
は
、
十
分
に
厳
格
な
歴
史
批
判
に
属
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
（
１
）
。
も
し
サ
ン
・

シ
モ
ン
主
義
者
の
科
学
が
「
そ
の
名
に
値
す
る
あ
ら
ゆ
る
科
学
と
同
じ
よ
う
に
実
証
的
」
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
科
学
は
ま
だ
あ
ま
り
知
識
経
験
を
積
ん
で
は
い
な
い
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

他
方
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
一
般
法
則
な
る
も
の
は
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
不
完
全
な
観
察
に

基
づ
い
て
い
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
は
我
々
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
神
教
、

ギ
リ
シ
ア
及
び
ロ
ー
マ
の
多
神
教
、
現
在
に
至
る
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
人
類
発
展
の
一
般
的
情
景
は
明
ら

か
に
こ
の
「
進
歩
」（
１
）

の
法
則
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム

．
．
．
．
．
、
シ
ー
ザ
ー

．
．
．
．
の
ロ
ー
．
．

マ．
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ロ
ー
マ

．
．
．
、
こ
れ
ら
は
人
類
の
草
分
け
的
三
大
都
市
で
あ
る
。
モ
ー
ゼ
、N

um
a

、

イ
エ
ス
は
、
今
日
で
は
既
に
死
滅
し
た
、
あ
る
い
は
死
滅
し
つ
つ
あ
る
い
く
つ
か
の
民
族
を
産
み
出
し
た
」

（p.19

）
。 

（
１
） 

こ
の
こ
と
ば
は
非
常
に
大
き
な
文
字
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
言
葉
が
指
示
す
る
新
し
い
神
に
対
す
る

敬
意
で
あ
り
、
少
し
後
で
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
を
指
す
よ
う
に
な
る
父．
（PÈ

R
E

）
と
い
う
言
葉
も
こ
の
敬
意
を
共

有
し
て
い
る
。 

     

（
１
） 

サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
教
義
に
つ
い
て
の
こ
の
解
説
が
な
さ
れ
た
一
八
二
八
年
は
ニ
ー
ブ
ー
ル
（N

iebuhr

）

のl’H
istoire rom

aine 

第
三
版
が
出
た
年
で
あ
る
。 
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後
に
、
極
端
に
妥
協
し
て
、
我
々
が
ま
さ
に
そ
こ
に
人
類
進
化
の
法
則
の
一
般
的
表
現
が
あ
る
と
認

め
る
と
し
て
も
、
こ
の
法
則
は
あ
ま
り
に
一
般
的
で
曖
昧
で
あ
り
、
人
は
そ
こ
か
ら
社
会
の
具
体
的
組
織

に
つ
い
て
何
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
も
し
コ
ン
ト
が
社
会
の
具
体
的
組
織
を
彼
の
言
う

一
般
法
則
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
錯
覚
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
論
理
を
無
視
し

 

次
に
、
三
段
階
の
法
則
が
実
際
に
人
間
の
思
惟
の
法
則
で
あ
る
と
認
め
る
と
し
て
も
、
我
々
は
ま
だ
「
人

類
進
化
の
一
般
法
則
」
を
も
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
は
非
常
に
異
な
る
も
の

で
あ
り
う
る
。 

 

こ
の
法
則
は
多
く
の
論
者
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
類
の
思
考
（
思
弁
）
の
法
則
と
し
て
の
み
考

え
た
場
合
で
さ
え
、
正
確
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
コ
ン
ト
の
言
う
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
段
階
は
、
彼
の
理

論
が
主
張
す
る
よ
う
な
規
則
的
継
起
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
神
学
的
思
惟
（
思
弁
）
が

完
全
に
形
而
上
学
的
思
惟
の
後
に
続
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
彼
自

身
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
過
去
へ
の
回
帰
の
奇
妙
な
例
を
我
々
に
供
し
て
い
る
。
彼
の
著
作

は
純
粋
に
形
而
上
学
的
な
考
察
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
の

後
の
諸
著
作
は
物
神
崇
拝
あ

る
い
は
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
状
態
へ
と
我
々
を
い
ざ
な
っ
て
い
る
（
１
）
。
大
地
は
偉
大
な

フ
ェ
テ
ッ
シ
ュ

物
神

と
な
る
。
「
惑
星
の
生
命
の
基
本
法
則
の
作
用
を
絶
え
ず
蒙
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
、
地
球

は
、
そ
れ
が
知
性
を
備
え
て
い
た
時
に
は
、
主
要
係
数
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
文
秩
序
を
完
成

さ
せ
る
べ
く
、
そ
の
物
理
化
学
的
活
動
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
我
々
の
惑
星

は
、
彗
星
が
発
生
す
る
の
に
類
似
し
た
長
期
の
一
連
の
爆
発
を

良
の
仮
説
に
従
っ
て
調
整
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
軌
道
の
偏
心
度
を
低
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
居
住
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
同
じ
振
動

は
、
叡
智
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
、
他
方
で
は
植
物
的
運
動
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
て
、
地
軸
の
勾
配
を
偉

大
な
る
存
在
（G

rand-E
tre

）（
２
）

の
未
来
に
お
け
る
必
要
に

も
よ
く
適
合
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ

と
も
で
き
た
。
い
わ
ん
や
、
地
球
は
そ
の
際
そ
の
一
般
的
形
状
を
修
正
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。（
３
）

…
」
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
た
地
球
の
冒
険
も
全
く
現
実
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
に
は
比

較
的
心
地
よ
い
一
つ
の
読
み
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ
ン
ト
は
こ
う
し
た
迷
論
珍
説
が
虚
構
で
あ
る
こ

と
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
こ
と
は
本
当
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
こ
の
よ
う
な
通
常
世
界
に

還
元
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
共
感
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
乗
作
用
を
堅
固
に
す
る
形
で
主
観
的

総
合
を
樹
立
す
べ
く
、
物
神
性
（féticité

）
と
実
証
性
と
が
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
…
。（
４
）
」 

（
４
） Synthèse subjective, p.12. 

プ
ラ
ト
ン
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
共
和
国
の

大
幸
福
の
た
め
に
、
作
り
話

フ
ィ
ク
シ
オ
ン

を

綿
密
に
統
制
し
て
い
る
。 

（
３
） Synthèse subjective, p.10-11. 

（
２
） 

こ
の
言
葉
は
人
類

ユ
マ
ニ
テ

を
指
し
て
い
る
。
別
の
物
神
、
き
わ
め
て
偉
大
な
物
神
、
実
証
主
義
的
物
神
の
ゼ
ウ
ス
。 

（
１
） 

コ
ン
ト
自
身
、
物
神
崇
拝
は
い
く
つ
か
の
面
で
実
証
主
義
に
近
い
と
認
め
て
い
る
。 

（
１
） Syst. de pol. posit., I, P.33. 
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利
益
に
つ
い
て
の

．
．
．
．
．
．
．
議
論
―
持
た
ざ
る
階
級
が
持
て
る
階
級
の
富
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
願
う
の
は

当
然
で
あ
る
（
１
）
。
そ
し
て
持
た
ざ
る
階
級
は
つ
ね
に
、
少
な
く
と
も
見
か
け
の
上
で
は
彼
ら
の
行
動
を

正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
論
証
を
、
出
来
、
不
出
来
は
と
も
か
く
と
し
て
、
見
つ
け
よ
う
と
試
み
て
き

た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
誤
謬
は
科
学
的
推
論
も
免
れ
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
史
的
唯
物
論

．
．
．
．
．
と
い
う
理
論
も
同
様
に
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
も
一
つ
の
科
学
的
理
論
で
は
あ
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
そ
し
て
彼
ら
に
続
く
非
常
に
多
く
の
集
産
主
義
者
た
ち
は
、
一
歴
史
法
則

が
短
期
間
で
、
不
可
避
的
に
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
富
の
集
中
と
ま
す
ま
す
強
度
を
増
す
経
済
的
危
機

を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
在
の
組
織
の
崩
壊
と
集
産
主
義
の
到
来
を
も
た
ら
す
に
ち
が
い
な
い

と
信
じ
た
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
自
ら
の
墓
堀
り
人
を
何
よ
り
も
ま
ず
つ
く
り
出
す
。
彼
ら
の
没
落
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
勝
利
は
共
に
等
し
く
避
け
が
た
い
。（
１
）
」
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
き
る
時
期
に
つ
い

て
は
、
い
ま
や
人
は
予
測
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
、

そ
の
生
涯
の
終
わ
り
頃
に
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
等
の
序
言
の
中
で
こ

の
こ
と
を
認
め
た
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
信
仰
的
な
社
会
主
義
の
多
く
は
千
年
王
国
信
者
を
ま
ね
て
、
単
純

に
、
予
言
の
実
現
を
少
し
遅
ら
せ
て
い
る
。 

 

現
代
の
社
会
主
義
者
た
ち
は
人
々
の
あ
い
だ
の
相
互
依
存
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
大
い
に
強
調
す
る
。

人
々
の
連
帯
（
こ
こ
で
は
こ
の
連
帯
と
い
う
言
葉
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
）
は

ま
す
ま
す
増
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
者
は
そ
の
こ
と
か
ら
集
産
主
義
の
到
来
を
結
論
す
る
。
事

実
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
由
来
す
る
結
論
は
論
理
的
で
は
な
い
。
分
業
は
相
互
依
存
（
連
帯
）
を
増

大
さ
せ
る
。
全
体
の
中
の
一
小
部
分
の
み
を
分
担
す
る
企
業
あ
る
い
は
人
々
は
、
相
互
依
存
の
状
態
に
あ

り
、
他
の
部
分
を
分
担
す
る
企
業
あ
る
い
は
人
々
と
連
帯
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
現
象
は
個
人
企
業
で

あ
る
か
集
産
主
義
的
企
業
で
あ
る
か
と
は
無
関
係
に
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
分
業
と
協
同
と
は
同
一

事
象
の
二
つ
の
異
な
る
局
面
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
我
々
が
生
産
の
結
果
を
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
協

同
を
見
る
。
も
し
我
々
が
生
産
の
配
分
、
各
作
業
者
の
分
担
を
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
分
業
を
見
る
。 

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
厳
密
に
論
証
す
る
代
わ
り
に
権
威
を
振
り
ま
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（
１
） 

何
人
か
の
社
会
主
義
者
は
こ
の
こ
と
を
率
直
に
告
白
し
て
い
る
。
か
く
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
修
道
会
財
産
の
没

収
に
関
し
て
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
我
々
は
修
道
会
の
十
億
フ
ラ
ン
か
ら
始
め
て
、
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
の
十

（
１
） M

anifeste du parti com
m

uniste, publié en 1848. 

こ
の
『
共
産
党
宣
言
』
の
い
ま
一
つ
別
の
予
言
は
あ
ま

り
見
事
に
は
成
就
し
て
い
な
い
。
「
共
産
主
義
者
は
ド
イ
ツ
に
そ
の
主
な
注
意
を
向
け
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
が
ブ

ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
前
夜
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
が
、
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
や
十
八
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
進
歩
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
全
体
の
諸
条
件
の
も
と
で
、
ま
た
は
る
か
に
発
展
し
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
も
っ
て
、
こ
の
変
革
を
な
し
と
げ
る
の
で
、
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

革
命
の
直
接
の
序
幕
と
な
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
五
三
年
が
経
過
し
た
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
ま
だ
起

き
て
い
な
い
し
、
い
わ
ん
や
「
直
接
の
序
幕
」
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ど
う
考

え
て
み
て
も
す
ぐ
れ
た
予
言
者
で
は
な
か
っ
た
。 
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彼
ら
が

ア
ン
テ
レ

利
益
に
よ
っ
て
正
確
に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
両
者
と
も
貯
蓄
の

ロ
ワ
イ
エ

金
利
と

資
本
の

ロ
ワ
イ
エ

利
益
と
を
混
同
し
て
い
る
。
資
本
の

ロ
ワ
イ
エ

利
益
の
中
で
、
資
産

レ
ン
ト

に
由
来
す
る
部
分
を
彼
ら
は
区
別
し
て

い
な
い
。
バ
ス
テ
ィ
ア
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
一
つ
の
家
屋
、
一
袋
の
小
麦
、
一
つ
の
鉋
、
一
定
の
貨
幣
、

一
隻
の
船
、
一
言
で
言
え
ば
あ
る
価
値
．
．
を
一
定
時
間
貸
代
す
る
者
は
、
一
定
の
サ
ー
ビ
ス

．
．
．
．
を
提
供
し
て
い

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
バ
ス
テ
ィ
ア
と
プ
ル
ー
ド
ン
の
論
争
が
典
型
的
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
論
者
が
経

済
学
の
領
域
に
出
向
く
の
は
た
だ
で
き
る
だ
け
早
く
そ
こ
か
ら
離
れ
る
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
の
関
心
が
別

の
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
議
論
の
目
的
は
、
と
バ
ス
テ
ィ
ア
は
言
う
、
次
の
問
題
を
解

く
こ
と
で
あ
る
。
「
資
本
の

ア
ン
テ
レ

利
益
は

レ
ジ
テ
ィ
ー
ム

正
当

で
あ
る
か
。（
１
）
」
こ
の
二
人
の
敵
対
者
の
い
ず
れ
も
、
資
本
の

．
．
．

利
益
．
．
、
正
当
．
．
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
厳
密
に
定
義
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
。
二
つ
の
言
葉
の
あ
い
だ
に
、

適
合
性
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
一
方
は
肯
定
し
、
他
方
は
否
定
す
る
。 

 

い
ま
挙
げ
た
二
つ
の
方
向
の
う
ち
、
一
般
に
は
第
一
の
も
の
が
優
勢
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
説
明
は
容

易
で
あ
る
。
彼
ら
の
行
な
う
論
証
は
何
よ
り
も
ま
ず
宣
伝
と
い
う
実
践
的
目
的
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
彼
ら
が
人
々
を
説
得
す
る
の
は
主
と
し
て
感
情
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
時
に
彼
ら
は
明
瞭
に
、
純
粋
に
科
学
的
な
論
証
を
回
避
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
こ
れ
は

「
労
働
の

ア
ン
テ
グ
ラ
ル

総
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
」
の
理
論
の
信
奉
者
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
興
味

あ
る
こ
と
は
、
経
済
的
問
題
の
み
を
扱
お
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
論
者
さ
え
も
遅
か
れ
早
か
れ
つ
ね

に

後
に
は
、
経
済
的
問
題
に
倫
理
的
お
よ
び
感
情
的
考
察
を
混
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
の
論
証
は
主
と
し
て
二
つ
の
方
向
に
展
開
し
て
い
る
。
一
方
で
は
、
彼
ら
は
社
会
の
中
で
生

き
て
い
る
人
間
に
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
存
在
す
る
憐
憫
の
情
、
平
等
、
正
義
と
い
っ
た
漠
然
た
る
感
情
、

宗
教
的
原
理
、
邪
悪
と
想
定
さ
れ
る
無
為
の
金
持
ち
と
正
直
者
と
想
定
さ
れ
る
働
く
貧
乏
人
と
の
比
較
、

に
訴
え
る
。
要
す
る
に
豊
か
な
感
情
の
鉱
脈
を
開
発
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
彼
ら
は
社
会
的
異
質
性

―
こ
れ
の
お
か
げ
で
、
生
産
の
た
め
に
貯
蓄
を
利
用
す
る
人
物
と
貯
蓄
を
所
有
す
る
人
物
と
は
別
人
に
な

る
の
で
あ
る
が
―
は
一
般
的
幸
福
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
証
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
つ
。
こ
れ
は

科
学
的
に
真
で
あ
り
う
る
命
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ア
プ
リ
オ
リ
に

は
い
か
な
る
反
論
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
そ
こ
で
止
ま
ら
な
い
。
情
熱
に
引
っ
張
ら
れ
て
人

は
よ
り
遠
く
ま
で
進
む
。
彼
ら
が
非
難
す
る
の
は
単
に
貯
蓄
の
所
有
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、
貯
蓄
そ
の

も
の
に
対
し
て
で
も
あ
り
、
貯
蓄
の
利
用
が
あ
る
価
値
を
生
み
出
し
う
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
も
し
我
々

の
社
会
に
お
い
て
こ
の
価
値
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
生
産
者
を
生
産
手
段
か
ら
人
為

的
に
分
離
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
価
値
が
消
滅
す
る
た
め
に
は
、
生
産
手
段
を
「
社
会
化
す
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
他
の
方
法
で
あ
れ
、
生
産
者
と
生
産
手
段
と
を
結
合
さ
せ
れ
ば
よ
い
。 

（
１
） O

Euvres com
pl. de F. B

astiat, Paris, 1854, V, p.133. 

   
億
フ
ラ
ン
で
も
っ
て
終
わ
る
。
」 
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る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
支
払
い
期
日
に
お
け
る
こ
の
価
値
の
返
還
の
他
に
、
等
価
の
サ
ー
ビ
ス

．
．
．
．
．
．
．
を
受
け
取
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
実
際
に
な
に
か
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
人
々
は
同
意
す
る
（
１
）
。
…

こ
れ
が
我
々
が

ア
ン
テ
レ

利
益
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」
プ
ル
ー
ド
ン
は

ア
ン
テ
レ

利
益
の
起
源
を
謄
本
契
約
（le 

contrat à la grosse
）
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
「
そ
の
生
産
物
な
い
し
は
資
金
―
こ
れ
ら
は
商
業
に
お
い

て
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
―
を
投
入
す
る
資
本
家
な
い
し
は
産
業
家
の
関
与
（participation

）
が
表

現
さ
れ
る
、
儲
け
の
中
の
寄
与
部
分

．
．
．
．
は
、
ラ
テ
ン
語
のinteresse.

す
な
わ
ち
関
与
（participation

）、

利
子
．
．
（intèrêt

）
の
名
を
与
え
ら
れ
た
（
２
）
。
」
こ
う
し
た
事
情
か
ら
保
険
料
（prim

e de assurance

）

は
利
子
．
．
の
中
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
我
々
は
少
な
く
と
も
く
じ
引
き
の
危
険

periculum
 sortis 

を
見
て
い
た
聖
ト
マ
ス
以
前
に
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
当
．
．
（légitim

e

）
と
い

う
用
語
に
関
し
て
は
、
そ
の
考
え
方
は
我
々
の
論
者
に
お
い
て
さ
ら
に
一
層
曖
昧
で
あ
る
。
バ
ス
テ
ィ
ア

は
そ
の

初
の
書
翰
に
お
い
て
正
当
性

．
．
．
の
基
準
と
し
て
借
り
手
の
受
け
取
る
サ
ー
ビ
ス
を
採
用
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
鉋
を
借
り
る
者
は
あ
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
そ
の
鉋
の
使
用
に
つ

い
て
何
か
を
負
う
て
い
る
。
し
か
し
プ
ル
ー
ド
ン
は
正
当
性

．
．
．
の
基
準
を
貸
し
手
の
蒙
る
苦
痛
に
お
い
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
貸
し
手
と
い
う
職
業
の
通
常
の
条
件
に
お
い
て
貸
す
と
こ
ろ
の

者
は
、
彼
が
貸
す
資
本
を
奪
わ
れ
る

．
．
．
．
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
彼
が
資
本
を
貸
す
の
は
ま
さ
に
そ
の
貸
付
が

彼
に
と
っ
て
喪
失
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
資
本
を
貸
す
の
は
、
資
本
を
十
分
に
持
っ
て
さ
え
い
れ

ば
、
貸
付
け
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
も
っ
ぱ
ら
た
め
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
（p.125
）
。
次
に
補
助
的
基

準
と
し
て
新
た
な
基
準
が
現
れ
る
。
貸
付
け
は
「
労
働
せ
ず
に
生
き
る
こ
と
を
資
本
家
に
可
能
な
ら
し
め

る
儲
け
を
生
み
出
す
。
と
こ
ろ
で
労
働
せ
ず
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
経
済
的
に
も
道
徳
的
に
も

矛
盾
し
た
命
題
で
あ
り
、
不
可
能
な
事
柄
で
あ
る
」
（p.125

）
。
バ
ス
テ
ィ
ア
は

初
の
議
論
に
対
し
て
、

貸
手
は
資
本
を
ま
さ
に
そ
れ
を
貸
す
た
め
に
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
し
た
の
だ
と
答
え
る

（p.138

）
。
正
当
性
の
基
準
は
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
意
図
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
利
な
立

場
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
勝
ち
誇
っ
て
言
い
返
す
。
「

初
の
回
答
で
私
は
貸
し
付
け
す
る
者
は
そ
の
資

本
を
奪
わ
れ
る

．
．
．
．
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
貴
方
に
注
意
し
て
も
ら
う
よ
う
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
貴
方
は

答
え
る
。
も
し
彼
が
そ
の
資
本
を
、
貸
し
付
け
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
ど
う
し

た
と
い
う
の
だ
、
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
貴
方
は
貴
方
自
身
の
立
場
を
裏
切
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う

こ
と
に
よ
っ
て
貴
方
は
、
昨
日
は
正
当
な
利
子
に
よ
る
貸
付
で
あ
っ
た
も
の
が
今
日
は
正
当
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
秘
や
か
な
理
由
と
は
、
貸
付
そ
の
も
の
は
剥
奪
喪
失
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、

と
い
う
私
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

．
．
．
．
．
．
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
貴
方
の
こ
の
告
白
を
銘
記
し
て
お
く
」

（p.158

）
。
そ
こ
で
バ
ス
テ
ィ
ア
は
し
ば
ら
く
の
間
自
分
の
も
と
の
考
え
方
に
戻
り
、
次
の
よ
う
に
繰
返

す
。
「
私
は
利
子
の
正
当
性
を
、
貸
付
け
は
サ
ー
ビ
ス

．
．
．
．
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
さ
せ
た
…
。
」

（p.158

）
。
し
か
し
プ
ル
ー
ド
ン
か
ら
の
新
た
な
回
答
の
後
に
、
バ
ス
テ
ィ
ア
は
そ
の
立
場
が
維
持
で
き

な
い
こ
と
を
納
得
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
い
ま
一
度
正
当
性
の
基
準
を
変
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
プ
ル
ー
ド
ン
の
見
方
に
接
近
す
る
。
し
か
し
彼
は
プ
ル
ー
ド
ン
に
反
論
す
る
。「
貴
方
自
身
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。
『
も
し
債
権
者
の
苦
労
が
ゼ
ロ
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
子
は
ゼ
ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

だ
と
す
れ
ば
我
々
は
何
を
追
求
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
資
本
は
苦
労
な
し
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
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事
実
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
全
く
な
い
。
ベ
ー
ム
ー
バ
ヴ
ェ
ル
ク
（B

öhm
-B

aw
erk

）
氏
は
こ
の

点
に
つ
い
て
の
真
実
を
闡
明
す
る
に
非
常
な
功
績
の
あ
っ
た
人
で
あ
る
が
、
時
間
的
変
換
は

も
重
要
な

 

経
済
的
財
が
蒙
る
変
換
は
次
の
三
つ
の
部
類
に
分
か
れ
る
。
一
．
物
質
的
変
換
、
二
．
空
間
的
変
換
、

三
．
時
間
的
変
換
。

初
の
二
つ
の
変
換
は
我
々
の
感
覚
に
よ
っ
て
比
較
的
容
易
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
人
々
は
こ
れ
ら
を
も
っ
ぱ
ら
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
だ
け
が
あ
る
報
酬
に
「

メ
リ
テ

値
す
る
」
よ
う
に

思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
部
類
は
、
空
虚
な
取
る
に
足
り
ぬ
も
の
と
し
て
、
お
よ
そ
何
に
も
値
し

な
い
（
１
）
。 

 

し
か
し
我
々
は
ま
だ
曖
昧
と
い
う
問
題
の
終
わ
り
に
は
来
て
い
な
い
。
バ
ス
テ
ィ
ア
の
言
い
逃
れ
の
理

由
は
、
価
値
に
つ
い
て
の
彼
の
一
般
理
論
の
誤
謬
に
あ
る
（
１
）
。
誤
謬
は
そ
こ
で
は
質
的
な
意
味
で
用
い

ら
れ
た
苦
労
．
．
と
い
う
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
量
的
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ド
ン
が
債
権
者
の
苦
労
．
．
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
が
た
と
え
い
か
に
小
さ
な

も
の
で
あ
ろ
う
と
も
あ
る
一
つ
の
苦
労
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
利
子
が
供
給
す
る
儲
け
に
厳
密

に
比
例
的
に
で
は
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
比
較
可
能
な
苦
労
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
苦
労
と
い
う
視
点
に
立
と
う
と
す
る
場
合
に
は
あ
る
資
本
が
苦
労
な
し
に
形

成
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
資
本
の
所
有
者
が
そ
れ
か
ら
引
き
出
し
う
る

儲
け
に
ほ
と
ん
ど
比
例
す
る
苦
労
を
し
な
く
と
も
そ
の
資
本
が
形
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
正
当
性

．
．
．
の
基
準
と
し
て
こ
れ
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
誤
っ
て
い
る
の
は

バ
ス
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
貸
付
に
お
い
て
で
あ
れ
、
ま
た
そ
の
他
い
か
な
る
交
換
形
態
に
お
い
て
で
あ
れ
、

交
換
さ
れ
る
対
象
が
も
た
ら
し
た
苦
労
と
そ
の
取
引
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
儲
け
と
の
等
価
性
が
達
成
さ
れ

る
段
階
が
来
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
は
厳
密
に
定
義
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
用
語
に
つ
い
て
の
論
議
の
難
点
を
示
す
よ
い
例
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
言
葉
に
つ
い
て
の
争
い
は
、
正
当
．
．
と
い
う
こ
と
で
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ら

れ
て
い
た
な
ら
ば
す
べ
て
避
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 

が
あ
り
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
可
能
な
ら
ば
私
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
信
用
貸
付

け
は
無
償
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
は
貴
方

で
あ
り
、
資
本
は
有
償
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（p.194

）
。 

（
１
） 

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（Irving Fischer

）
氏
は
こ
の
時
間
的
変
換
に
つ
い
て
の
卓
越
し
た
所
見
を
そ

の
著
書
の
中
で
呈
示
し
て
い
る
。 

（
１
） 

第
九
章
を
参
照 

（
２
） Loc. cit., p.174. 

（
１
） Loc. cit., p.113. 
こ
の
こ
と
を
認
め
た
の
は
シ
ュ
ヴ
ェ
（C

hevé

）
で
あ
る
。
シ
ェ
ヴ
ェ
の
一
通
の
書
翰
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
た
論
争
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
よ
っ
て
引
き
つ
が
れ
た
。 
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し
か
し
近
代
の
社
会
主
義
者
の
あ
い
だ
で
は
、
資
本
の
概
念
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
分
類

 

資
本
お
よ
び
生
産
に
お
け
る
資
本
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
経
済
学
者
の
あ
い
だ
で
非
常
に
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
多
く
は
我
々
が
い
ま
説
明
し
た
も
の
に
接
近
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
考
察
は
す
べ
て
客
観
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
社
会
の
組
織
体
系
と
は
無
関
係
に
変
換
さ
れ
る
対

象
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

資
本
の
う
ち
に
は
、
貯
蓄
の
変
換
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
、
例
え
ば
機
械
、
が
存
在
す
る
。
ま
た

貯
蓄
の
変
換
に
よ
っ
て
は
獲
得
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
難
し
い
も
の
、
例
え
ば
地
面
が
あ
る
。
前

者
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
次
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
．
ま
ず
貯
蓄
を
持
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち

初

の
時
間
的
変
換
を
行
な
う
こ
と
、
二
．
こ
の
貯
蓄
を
資
本
に
変
換
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
物
質
的
な
ら
び
に

空
間
的
変
換
を
意
味
し
、
す
べ
て
の
経
済
的
変
換
と
同
じ
く
時
間
的
変
換
を
伴
う
。 

 

現
実
に
は
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
あ
い
だ
に
十
分
明
瞭
な
境
界
線
が
存
在
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
の
消
費
領
域
か
ら
他
方
の
消
費
領
域
へ
の
移
行
の
段
差
は
感
じ
取

れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
対
象
を
、
例
え
ば
消
費
物
資
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
資
本
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
移
行
さ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
会
計
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
か

恣
意
的
に
な
る
。
毎
年
シ
ャ
ベ
ル
一
本
を
す
り
減
ら
す
庭
師
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
貸
借
対
照
表
を
作

成
す
る
に
際
し
て
、こ
の
シ
ャ
ベ
ル
の
価
値
を
消
費
の
部
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
彼
は
、

シ
ャ
ベ
ル
は
一
資
本
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
毎
年
こ
の
道
具
を
購
入

す
る
た
め
に
彼
が
行
な
う
支
出
は
、
こ
の
資
本
の
維
持
費
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
貸
借
対
照
表
の
結
果

は
明
ら
か
に
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
か
な
り
短
い
期
間
だ
け
、
例
え
ば
一
年
間
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
事
態
を
説
明
す
る
た
め
に

は
、
変
換
さ
れ
る
物
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
一
方
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、

一
日
、
一
月
、
一
年
後
に
も
ま
だ
余
り
消
費
さ
れ
切
ら
ず
に
残
っ
て
い
る
機
械
が
あ
り
、
他
方
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
は
、
該
当
期
間
内
に
完
全
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
石
炭
、
オ
イ
ル
、
労
働
等
が
あ
る
。
第
一
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
対
象
を
指
す
た
め
に
一
つ
の
用
語
を
も
つ
こ
と
は
便
利
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
資

本
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
同
じ
く
一
定
額
の
貯
蓄
―
こ
れ
は
資
材
と
労
働
を
ま
か
な
う
た

め
に
必
要
で
あ
る
―
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
貯
蓄
―
こ
れ
は
貯
蓄
資
本
と
呼
ん
で
よ
い
―
は
、
絶
え
ず
支
出

に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
収
入
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
産
業
の
回
転
の
た
め
の

フ
ォ
ン
ド

資
金
で
あ
る
。 

 

水
を
汲
み
上
げ
る
蒸
気
機
関
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
機
械
が
役
に
立
つ
期
間
―
そ
れ
を
超
え
る
と
機

械
は
屑
に
な
る
―
を
考
え
れ
ば
、
獲
得
さ
れ
る
生
産
物
は
一
定
の
高
さ
に
ま
で
汲
み
上
げ
ら
れ
た
一
定
量

の
水
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
次
の
も
の
が
消
費
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
蒸

気
機
関
、
一
定
量
の
石
炭
、
オ
イ
ル
、
そ
の
他
の
必
要
供
給
品
、
労
働
、
等
で
あ
る
。
経
済
学
的
に
は
、

こ
う
し
た
物
す
べ
て
が
生
産
物
に
変
換
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

既
に
我
々
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
経
済
的
変
換
の
理
論
は
資
本
の
概
念
を
用
い
な
く
と
も
構
築
す
る
こ

と
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
資
本
概
念
の
導
入
は
、
数
学
を
使
わ
ず
に
日
常
語
で
説
明
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
と
く
に
、
事
態
の
説
明
を
大
い
に
容
易
な
ら
し
め
る
。 

経
済
的
変
換
の
一
つ
で
あ
る
。
生
産
方
法
の
改
善
は
直
接
的
手
段
手
順
に
対
し
て
間
接
的
手
段
手
順
を
代

置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
（
例
え
ば
あ
る
所
の
水
を
別
の
所
に
も
っ
て
来
る
の
に
、
人
は
、
バ

ケ
ツ
で
水
を
汲
ま
せ
に
人
々
を
派
遣
す
る
代
わ
り
に
、
導
水
管
を
敷
設
す
る
）
。
と
こ
ろ
で
間
接
的
手
段
は

ま
さ
し
く
、
経
済
的
財
の
変
換
時
間
を
長
く
す
る
。 
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
後
継
者
の
あ
い
だ
で
は
資
本
の
客
観
的
性
格
は
強
調
さ
れ
る
。
リ
カ
ー
ド
ー
は
生

産
手
段
を
、
そ
れ
ら
が
そ
の
所
有
者
自
身
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
資
本
と
呼
ぶ
。
Ｊ
・-

Ｂ
・
セ
ー
（J.-B

.Say

）
は
、
そ
の
賞
賛
す
べ
き
明
瞭
さ
で
「

ア
ン
デ
ュ
ス
ト
リ
ュ
ー

器
用

な
人
物
で
も
既
に
存
在
し
て
い

 

時
間
的
変
換
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
蓄
積
と
い
う
客
観
的
状
況
が
こ
こ
で
は
、
社
会
組
織
、
す
な
わ
ち

分
業
お
よ
び
、
資
本
所
有
者
と
そ
の
資
本
の
利
用
者
と
の
分
離
、
に
依
存
す
る
状
況
と
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
さ

れ
て
い
る
。 

 

政
治
経
済
学
と
い
う
こ
と
で
は
社
会
主
義
的
論
者
た
ち
に
お
け
る
創
造
性
の
欠
如
に
は
顕
著
な
も
の
が

あ
る
。
労
働
に
よ
っ
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
さ
れ
た
価
値
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
資
本
に
つ
い
て

の
場
合
に
も
、
彼
ら
は
経
済
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
見
つ
け
た
誤
れ
る
概
念
を
発
展
さ
せ
た
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
の
分
類
は
完
全
に
認
め
得
る
も
の
で
あ
る
。
各
論
者
は
自
ら
の
理
論
を
説
明
す
る
の
に

良
と
判
断

す
る
や
り
方
で
対
象
を
分
類
す
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
次
の
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し

彼
が
理
解
さ
れ
た
い
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
各
用
語
が
何
に
対
応
す
る
か
を
読
者
が
正
確
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
、
同
じ
用
語
が
別
の
い
ろ
い
ろ
の
事
物
を
指
す
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
が
必
要

で
あ
る
。 

 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
客
観
的
基
準
と
主
観
的
基
準
と
を
混
同
す
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
１
）
。
「
社

会
が
い
ま
だ
い
か
な
る
分
業
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
交
換
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に

各
人
が
自
ら
の
欲
求
を
す
べ
て
自
分
自
身
で
ま
か
な
っ
て
い
た
幼
年
状
態
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
社
会
の

問
題
を
う
ま
く
運
営
す
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
蓄
積
さ
れ
集
め
ら
れ
た

フ
ォ
ン
ド

資
金
の
存
在
は
必
要
で
は
な
い
。

…
し
か
し
ひ
と
た
び
分
業
が
一
般
的
に
確
立
さ
れ
る
と
き
に
は
、
一
人
の
人
間
は
も
は
や
自
分
自
身
に
生

ず
る
欲
求
の
ご
く
一
小
部
分
に
し
か
自
ら
の
労
働
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
彼
は
自
ら
の
労
働

の
産
物
に
よ
っ
て
購
な
わ
れ
た
他
者
の
労
働
の
産
物
で
も
っ
て
、
そ
の
欲
求
の
大
部
分
を
ま
か
な
う
こ
と

に
な
る
。
…
そ
れ
ゆ
え
、
彼
を
生
存
せ
し
め
、
養
う
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
集
め
ら
れ
た
様
々
の
種
類
の
食

料
の
貯
え
、
さ
ら
に
は
彼
の
仕
事
に
必
要
な
材
料
と
器
具
が
、
さ
し
あ
た
り
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。（
２
）
」 

基
準
と
し
て
も
は
や
事
物
の
客
観
的
質
を
取
る
の
で
は
な
く
、
事
物
と
そ
れ
を
用
い
る
人
々
と
の

ラ
ポ
ー
ル

関
係
を

分
類
基
準
と
し
た
。
生
産
手
段
は
、
そ
れ
が
所
有
者
に
よ
っ
て
作
動
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
か
作
動
さ
せ
ら

れ
て
い
る
か
に
従
っ
て
、
資
本
．
．
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
。
か
く
し
て
、
我
々
が
先
に
述
べ
た
機
械

が
そ
れ
を
動
か
す
労
働
者
に
属
す
る
場
合
に
は
そ
の
機
械
は
資
本
．
．
で
は
な
く
、
も
し
そ
れ
が
労
働
者
と
は

異
な
る
別
の
一
人
物
に
属
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
資
本
．
．
で
あ
る
。 

（
２
） 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
人
で
い
る
人
間
に
も
必
要
で
あ
る
。
分
業
は
同
時
併
在
的

コ
ン
コ
ミ
タ
ン
ト

な
出
来
事

フ

エ

で
あ
っ
て
、
原
因
で
は

な
い
。 

（
１
） R

ech. Sur la nat. et les causes de la rich. des nations, trad. franç., G
uillaum

in, 1881, liv. II, p. 

323-324. 
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言
葉
に
つ
い
て
の
論
争
ほ
ど
不
毛
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
し
ば
ら
く
社
会
主
義
的
論
者
た
ち
の
用

語
を
採
用
し
て
、
資
本
．
．
Ｓ
と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
、
所
有
者
と
は
別
の
人
間
に
よ
っ
て
作
動
さ
せ
ら
れ
て

い
る
生
産
手
段
を
指
す
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ま
や
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
資
本
と
呼
ん
で
き
た
も
の
を
指
す

た
め
の
一
つ
の
用
語
が
必
要
で
あ
る
。
弓
矢
は
そ
れ
が
所
有
者
と
は
別
の
狩
猟
家
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
資
本
．
．
Ｓ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
所
有
者
が
直
接
に
そ
れ
を
用
い
て
い
る
場
合
に
は
資
本
．
．

Ｓ
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
た
状
況
と
は
無
関
係
に
、
こ
れ
ら
弓
矢
に
当
る
も
の
を
指
す
用
語
が

必
要
で
あ
る
。
資
本
．
．
と
い
う
用
語
は
別
の
人
々
に
独
占
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
定
の
対
象
を
指
す
た
め
に

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
一
文
字
を
用
い
る
こ
と
で
満
足
し
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
資
本
と
呼
ん
で
き
た
も
の
を

Ｘ
と
名
付
け
よ
う
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
起
源
を
想
定
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
資
本
．
．
Ｘ
と
し
て
も
よ
い
か

る
生
産
物
を
所
持
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
、
「
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
彼
の
器
用
さ
は
、
そ
れ
を
い
か
に

際
立
っ
た
も
の
と
想
定
し
よ
う
と
も
、
活
動
さ
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
資
本
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
彼
は
次
の
も
の
を
入
れ
て
い
る
。
一
．
道
具
、
器
具
、
二
．
「

ア
ン
デ
ュ
ス
ト
リ
ュ
ー

働
く

人

間
が
生
産
物
に
お
け
る
そ
の
労
働
部
分
を
完
遂
す
る
ま
で
、
彼
を
維
持
す
る
た
め
に
充
当
す
べ
き
生
産
物
」
、

三
．
原
材
料
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
の
価
値
は
、
生
産
資
本

．
．
．
．
（capital productif

）
と
呼
ば
れ
る
も

の
を
構
成
す
る
。
さ
ら
に
不
動
産
の
上
に
広
く
分
布
し
て
い
る
、
年
間
の
生
産
物
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の

あ
ら
ゆ
る
建
造
物
、
改
築
物
の
価
値
、
家
畜
の
価
値
、
そ
の
産
業
に
必
要
な
機
械
群
で
あ
る
と
こ
ろ
の
工

場
の
価
値
も
生
産
的
資
本
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
１
）
」
バ
ス
テ
ィ
ア
は
―
彼
に
対
し
て
ラ
ッ
サ
ー

ル
は
激
し
い
論
戦
を
挑
む
の
で
あ
る
が
―
ま
た
資
本
と
い
う
用
語
に
も
同
じ
く
こ
の
意
味
を
付
与
し
、
ロ

ビ
ン
ソ
ン
の
よ
う
な
人
間
の
資
本
に
つ
い
て
語
る
。

後
に
現
代
の
一
論
者
ポ
ー
ル
・
ル
ロ
ワ
＝
ボ
リ
ュ

ー
（Paul Leroy- B

eaulieu

）
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
こ
れ
ら
の
資
材
、
道
具
、
設
備
は
…
資
本
と

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
（
２
）
。
」
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
基
準
は
経
済
科
学
に
お
い
て

後
に
主
導
権

を
握
る
も
の
で
あ
る
（
３
）
。 

（
３
） 

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
は
な
お
い
く
ら
か
の
混
乱
が
あ
る
。
彼
は
第
一
巻C

hap.IV,§3 

で
次
の
よ
う

に
言
う
。
「
資
金

フ
ォ
ン
ド

の
所
有
者
が
そ
の
資
金
を
減
ら
し
た
り
浪
費
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
収
入
を
引
き
出
す
こ
と

の
で
き
る
資
金
は
、
そ
の
所
有
者
に
と
っ
て
は
、
資
本
と
等
価
で
あ
る
。
」
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
、
新
た
な
一
カ
テ

ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
客
観
的
に
資
本
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
誰
か
に
と
っ
て
資
本
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が

登
場
し
て
い
る
。
ミ
ル
は
す
ぐ
後
で
、
自
ら
が
犯
し
た
ば
か
り
の
混
乱
を
修
復
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
「
し
か
し
、

個
人
に
該
当
す
る
一
命
題
を
一
般
的
観
点
に
ま
で
無
分
別
に
拡
張
す
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
こ
そ
広
く
流
布
し
て
い
る
多
数
の
経
済
学
的
誤
謬
の
非
常
に
あ
り
ふ
れ
た
原
因
で
あ
る
。
右
の
場
合
、
個
人

に
と
っ
て
事
実
上
（virtuellem

ent

）
資
本
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
資
金
―
我
々
の
例
に
お
い
て
は
、
こ
の

個
人
は
こ
れ
を
浪
費
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
―
が
別
の
誰
か
に
よ
っ
て
浪
費
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
浪
費
さ
れ
な

か
っ
た
か
に
従
っ
て
、
国
民
に
と
っ
て
資
本
で
あ
っ
た
り
、
資
本
で
な
か
っ
た
り
す
る
。
」
こ
こ
に
は
さ
ら
に
第
三

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
国
民
に
と
っ
て
の
資
本
！
が
登
場
す
る
。 

（
２
） Traité theor. et prat. d’écon. pol., I, p.123. 

（
１
） Traité d’écon. polit., G

uillaum
in, 1861, p.65-66 
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経
済
学
者
た
ち
は
こ
の
点
に
つ
い
て
一
戦
を
交
え
る
と
い
う
大
き
な
誤
り
を
犯
し
た
。
彼
ら
が
そ
の
方

向
に
押
し
や
ら
れ
た
の
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
は
、
人
々
が
持
つ
と
こ
ろ
の
、
言
葉
に

つ
い
て
論
争
す
る
と
い
う
悪
癖
が
あ
る
。
人
は
、
資
本
と
は
何
か

．
．
．
．
を
知
る
た
め
に
議
論
す
る
。
あ
た
か
も

我
々
は
好
き
な
も
の
に
こ
の
名
称
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

経
済
学
者
た
ち
が
、
こ
の
用
語
を
定
義
し
た
後
で
は
さ
ら
に
新
た
な
一
定
義
を
つ
け
加
え
な
い
よ
う
に

人
々
に
要
求
す
る
権
利
を
い
く
ら
か
も
っ
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
化

学
者
は
自
分
の
発
見
し
た
新
し
い
物
質
に
お
好
み
の
名
称
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
が
酸
素
や
硫
黄
を
鉄
と
か
水
銀
と
か
と
呼
び
た
く
な
る
き
ま
ぐ
れ
を
起
こ
し
た
な
ら
ば
、
他
の
化
学
者

 

我
々
は
ま
た
、
我
々
の
社
会
の
生
産
は
資
本
主
義
的

．
．
．
．
．
生
産
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
資
本
．
．
Ｓ
は
生
産
手

段
が
「
社
会
化
」
さ
れ
る
日
に
は
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
承
認
し
よ
う
。
こ
れ
は
資
本
．
．
Ｓ
の
定
義
そ

の
も
の
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
反
論
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

右
の
定
義
が
措
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
、
資
本
．
．
Ｓ
は
一
つ
の
「
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ

ー
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
何
の
異
論
も
な
く
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
慣
用
語
法
を
除
け
ば
、
こ
の
用
語
に
つ
い
て
の
所
有
権
を
少
し
は
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ラ
ッ
サ
ー
ル
以
前
に
、
資
本
．
．
Ｓ
が
分
業
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
、
を
指
摘
し

て
い
た
し
、
こ
の
「
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
形
成
さ
れ
る
経
過
を
強
調
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
別
の
論
者
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
権
利
を
主
張
で
き
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
は
便
利
で
は
な
い
。
我
々
と
し
て
は
、
資
本
．
．
Ｓ
と
は
何
で
あ
り
、
資
本
．
．
Ｘ
（
短

く
は
単
に
Ｘ
）
と
は
何
で
あ
る
か
―
さ
ら
に
ま
も
な
く
い
ま
一
つ
別
の
資
本
、
す
な
わ
ち
資
本
．
．
Ｐ
が
加
わ

る
―
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
読
者
の
面
倒
さ
を
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

用
語
法
が
必
要
に
な
っ
た
の
は
、
既
に
意
味
が
固
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
一
つ
の
用
語
を
好
き
な
よ
う
に

使
い
た
い
と
い
う
あ
る
種
の
人
々
の
強
情
さ
の
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
は
こ
の
よ
う
な
用
語
法
の
問
題
に

あ
ま
り
拘
泥
す
る
の
は
無
益
な
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
論
者
が
資
本
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
彼
の
望
む
も
の
、

適
当
と
判
断
す
れ
ば
一
羽
の
鵞
鳥
さ
え
も
資
本
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
指
示
す
る
の
を
我
々
が
阻
む
こ
と

不
可
能
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
は
絶
対
的
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
は
、
同
一
の

用
語
が
い
く
つ
も
の
異
な
る
事
物
を
指
す
場
合
に
は
、
曖
昧
語
法
を
避
け
て
、
こ
れ
ら
の
事
物
の
い
ず
れ

か
一
つ
が
他
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
た
め
に
、
こ
の
用
語
に
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
記
号
を
つ
け
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

経
済
的
財
は
生
産
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
役
割
を
演
ず
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
客
観
的
質
で
あ
り
、
経
済

学
者
た
ち
が
資
本
と
呼
ん
で
い
る
も
の
、
我
々
が
さ
し
あ
た
り
Ｘ
と
呼
ぼ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
概
念
は

こ
の
質
の
考
察
に
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
経
済
的
財
は
主
体
に
対
す
る
関
係
の
側
面

か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
財
を
生
産
の
た
め
に
作
動
さ
せ
る
人
物
が
そ
れ
ら
の
所
有
者

で
あ
る
か
否
か
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
あ
る
種
の
論
者
た
ち
が
資
本
．
．
と
名
付
け
る
も
の
、
我
々
が
さ
し

あ
た
り
資
本
．
．
Ｓ
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
概
念
の
起
源
は
こ
こ
に
あ
る
。 

も
知
れ
な
い
。
我
々
は
事
物
に
即
し
て
の
み
推
論
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
用
語
如
何
は
我
々
に
と
っ
て
は

全
く
重
要
性
を
も
た
な
い
。
我
々
と
し
て
は
た
だ
正
確
に
表
現
す
る
こ
と
を
望
む
だ
け
で
あ
り
、
同
一
の

用
語
で
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
事
物
を
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
曖
昧
さ
を
利
用
す
る
こ
と
は

拒
否
し
た
い
の
で
あ
る
。 
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生
産
手
段
を
「
社
会
化
す
る
」
に
つ
い
て
は
莫
大
な
実
践
的
困
難
が
存
在
す
る
。
し
か
し
我
々
が
い
ま

上
げ
た
よ
う
な
種
類
の
科
学
的
困
難
は
何
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ッ
サ
ー
ル
が
資
本
．
．
Ｓ
は
「
歴
史

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」で
あ
っ
て
、
「
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」で
は
な
い
と
言
う
の
に
は
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

政
治
経
済
学
に
戻
ろ
う
。
人
は
自
由
競
争
と
い
う
条
件
を
存
続
さ
せ
た
ま
ま
で
、

大
値
の
法
則
に
よ

っ
て
価
格
を
固
定
し
よ
う
と
欲
す
る
。
こ
れ
は
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
実
践
的
困
難
が
存
在
す
る
。

論
者
の
大
部
分
が
拘
泥
す
る
の
は
こ
の
部
分
で
あ
る
。
彼
ら
は
別
の
と
こ
ろ
を
見
な
い
。
こ
の
場
合
、
実

践
的
困
難
以
上
の
も
の
が
存
在
す
る
。
論
理
的
不
可
能
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
余
分
な
条
件
が
一
つ

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
一
労
働
者
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
「
同
時
に
立
方
体
で
も
あ
り
球
体
で
も
あ
る
よ
う
な
石
を
つ
く
っ
て
く
れ
な
い
か
。
」
こ
こ

に
は
論
理
的
不
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

功
利
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
不
可
能
性
が
確
認
さ
れ
る
と
き
に
全
て
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
科

学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
不
可
能
性
と
、
一
辺
と
一
角
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
三
角

形
を
確
定
す
る
こ
と
の
幾
何
学
的
不
可
能
性
と
の
あ
い
だ
に
は
本
質
的
相
違
が
存
在
す
る
。
前
者
の
困
難

を
取
り
除
く
た
め
に
は
よ
り
精
密
な
測
定
手
段
を
持
つ
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
困
難
を
取
り
除

く
た
め
に
は
、
我
々
が
住
ん
で
い
る
世
界
と
は
全
く
別
の
世
界
に
住
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
は
人
知
の
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
硫
化
鉄
を
用
い
て
作
ら
れ
る
商
業
用
の
硫
酸
か
ら
完
全
に
砒
素
を

含
ま
な
い
硫
酸
を
取
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
困
難
は
き
わ
め
て
大
き
い
で
は
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
、
硫
黄
を
含
ま
な
い
物
質
か
ら
無
水
亜
硫
酸
を
取
り
出
す
こ
と
の
不
可
能
性
と
は
本
質
的
に

異
な
る
も
の
で
あ
る
。 

 

次
に
は
功
利
的
目
的
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
ま
で
政
治
経
済
学
が
も
っ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

結
果
と
し
て
、
倫
理
的
、
法
学
的
、
実
践
的
考
察
と
も
っ
ぱ
ら
科
学
的
な
考
察
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
実
践
的
実
現
の
困
難
性
、
あ
る
い
は
不
可
能
性
は
し
ば
し
ば
、
科
学
的
不
可
能
性
と
混
同
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
科
学
的
不
可
能
性
は
、
あ
る
事
物
が
、
経
験
が
我
々
に
認
識
さ
せ
る
と
こ
ろ
の

斉
一
性
（
法
則
）
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
態
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る

た
め
に
別
の
学
問
領
域
に
お
け
る
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
一
辺
と
一
角
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
三
角
形
の

構
成
諸
単
位
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
も
し
そ
れ
を
確
定
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
幾

何
学
が
立
脚
す
る
極
め
て
一
般
的
な
斉
一
性
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
科
学
的
不
可

能
性
で
あ
る
。
他
の
二
辺
に
比
べ
て
極
め
て
小
さ
い
一
辺
と
、
そ
の
一
辺
の
両
端
の
角
が
そ
れ
ぞ
れ
直
角

に
極
め
て
近
い
三
角
形
の
構
成
要
素
を
確
定
す
る
際
に
は
、
実
践
的
困
難
あ
る
い
は
実
践
的
不
可
能
性
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
地
球
上
に
お
け
る
底
辺
と
そ
の
両
端
に
お
け
る
二
角
の
測
定
と
い
う
方
法
に
よ

っ
て
太
陽
の
視
差
を
測
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
は
こ
の
実
践
的
困
難
性
あ
る
い
は
不
可
能
性
の

た
め
で
あ
る
。 

た
ち
は
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
言
葉
の
争
い
と
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
道
理
は
社
会
主
義
者
た
ち
に
よ
る
定

義
に
つ
い
て
も
否
応
な
く
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
彼
ら
が
そ
の
定
義
を
昔
の
経
済
学
者
た
ち
の
構
想
そ
の

も
の
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
。 

（
１
） 

問
題
の
な
か
の
未
知
数
は
既
に
自
由
競
争
に
関
す
る
方
程
式
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
る
。
価
格
を
確
定
す
る
方

程
式
を
加
え
る
と
、
未
知
数
よ
り
も
多
く
の
方
程
式
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。Cours,§595. 
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と
こ
ろ
で
、
資
本
．
．
Ｓ
の

ロ
ワ
イ
エ

利
益
は
、
Ｘ
に
と
っ
て
も
同
じ
く
必
要
な

デ
パ
ン
ス

経
費
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
Ｘ
が

存
続
す
る
以
上
は
こ
の
経
費
も
同
じ
く
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
償
却
と
保
険
料
の
た
め
の
経

費
が
あ
る
。
雌
鶏
と
雄
鶏
は
「
社
会
化
」
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
不
死
身
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

動
物
性
疫
病
に
か
か
ら
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
社
会
的
」
家
屋
も
私
的
な
家
屋
と
同
じ
よ

う
に
修
理
の
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
火
事
そ
の
他
の
偶
発
事
故
に
よ
っ
て
消
滅
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
そ
れ
ゆ
え
粗
利
益
（loyer brut

）
か
ら
こ
れ
ら
保
険
料

プ

リ

ム

を
削
除
し
よ
う
。

残
っ
た
部
分
か
ら
さ
ら
に
、
資
本
．
．
Ｓ
の
制
度
の
も
と
で
、
生
産
手
段
を
増
や
し
改
善
す
る
た
め
に
使
わ
れ

て
い
た
部
分
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
体
制
の
も
と
で
は
こ
れ
ら
の
生
産
手
段

は
コ
ミ
ュ
ノ
テ

共
同
体
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
生
産
手
段
の
た
め
の
費
用
は
消
費
の
た
め
に
は
使
え
な

い
こ
と
、
働
く
人
間
が
そ
れ
を
使
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
依
然
と
し
て
真
実
で
あ
る
。
こ

れ
ら
す
べ
て
を
差
し
引
く
と
、
残
る
の
は
た
だ
、
現
在
資
本
．
．
Ｓ
の
所
有
者
が
消
費
し
て
い
る
も
の
だ
け
で

あ
る
。
彼
ら
働
く
人
間
が
現
在
の
資
本
所
有
者
か
ら
賠
償
金
な
し
で
財
産
を
接
収
る
と
し
て
も
、
彼
ら
が

享
受
で
き
る
の
は
現
実
に
は
た
だ
こ
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。 

 

「
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
す
な
わ
ち
資
本
．
．
Ｓ
の
消
滅
は
「
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
対
し
て
、
あ
る
い

は
よ
り
正
確
に
は
客
観
的
Ｘ
に
対
し
て
何
ら
影
響
し
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
生
産
手
段
を

「
社
会
化
」
し
て
も
し
な
く
て
も
、
ひ
な
鳥
を
持
つ
た
め
に
は
、
一
羽
の
雌
鶏
と
一
羽
の
雄
鶏
が
つ
ね
に

必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
動
物
を
準
備
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
貯
蓄
．
．
し
た
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
ら
が
小
さ
な
ひ
な
で
あ
っ
た
時
に
食
べ
て
し
ま
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
資
本
．
．
Ｓ

の
消
滅
と
い
う
こ
と
は
、
雌
鶏
と
雄
鶏
が
、
ひ
な
鶏
を
生
む
よ
う
に
さ
せ
る
人
物
そ
の
人
の
所
有
物
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
帰
結
、
あ
る
い
は
こ
の
雌
鶏
と
雄
鶏
が
「
社
会
化
さ
れ
る
」
と
い
う
帰
結
を
も

た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。 

 

資
本
．
．
Ｓ
の
消
滅
は
、
こ
の
資
本
．
．
Ｓ
の
利
益

ロ
ワ
イ
エ

の
消
滅
を
伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
働
く

人
間
は
こ
の
利
益
の
全
て
を
獲
得
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
資
本
．
．
Ｓ
と
、
我
々
が
さ
し
あ
た
り
Ｘ
と
呼
ん
だ

と
こ
ろ
の
も
の
（

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

経
済
学
者
の
言
う
資
本
）
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
人
々
が
こ
れ
ほ
ど
執
着
す
る
の
は
多

分
こ
の
よ
う
な
見
方
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。 

 

生
産
手
段
の
「
社
会
化
」
が
一
つ
の
「
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
消
滅
す
る
の
を
見
る
楽
し
み
を
手
に

す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
々
は
い
ま
少
し
具
体
的
な
利

得
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
学
者
た
ち
が
資
本
と
い
う
用
語
に
付
与
し
て
い
る
意
味
を
変
え
よ
う
と
す
る
主

張
に
は
や
や
い
か
が
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
意
味
変
更
に
は
、
我
々
が
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の

意
味
変
更
に
付
随
し
て
い
る
の
と
同
じ
利
益
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
事
態
は
検
討
に
値
す
る
。 

（
１
） 

貯
蓄
の
利
子

ロ
ワ
イ
エ

が
問
題
に
な
る
と
き
に
、
保
険
料
は
貯
蓄
の
「
社
会
化
」
と
と
も
に
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
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例
え
ば
新
し
く
鉄
道
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
一
．
一
定
量
の
経
済

的
財
を
貯
蓄
し
、
二
．
そ
れ
を
鉄
道
に
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

以
上
は
、
現
在
の
体
制
の
も
と
で
形
成
さ
れ
賠
償
な
し
で
接
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
旧
資
本
．
．
Ｓ
に
つ
い

て
の
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
Ｘ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
見
て
み
よ
う
。
こ
の
Ｘ
は
貯

蓄
の
変
換
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

資
本
．
．
Ｓ
の

ロ
ワ
イ
エ

利
益
の
消
滅
は
そ
れ
ゆ
え
Ｘ
（
経
済
学
者
の
言
う
資
本
）
に
原
因
す
る
出
費
の
消
滅
を
も
た

ら
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
用
語
に
つ
い
て
な
さ
れ
が
ち
な
混
同
が
そ
う
信
じ
さ
せ
る
傾
向
が

あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。
そ
し
て
資
本
．
．
Ｓ
の
廃
止
か
ら
働
く
人
間
が
引
き
出
す
で
あ
ろ
う
利
益
は
、
現
在

の
資
本
家
の
消
費
総
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
れ
は
新
し
い
体
制
が
生
産
量
に

影
響
し
な
い
も
の
と
仮
定
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
さ
ら
に
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
資
本
家
は
Ｘ
を
さ
ま

ざ
ま
な
生
産
分
野
に
配
分
し
て
い
る
。
彼
ら
資
本
家
が
消
滅
し
た
場
合
に
も
、
こ
の
分
配
機
能
を
果
た
す

人
々
が
存
在
す
る
こ
と
が
た
し
か
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
社
会
主
義
国
家
の
職
員
で
あ
ろ
う
が
、
彼

ら
の
給
与
は
、
現
在
は
資
本
．
．
Ｓ
が
消
費
し
て
い
る
部
分
か
ら
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
点
は
し
ば
ら
く
措
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

一
．
貯
蓄
が
各
市
民
が
彼
に
分
配
さ
れ
た
も
の
の
一
部
を
実
際
に
貯
蓄
す
る
こ
と
か
ら
結
果
す
る
か
、

あ
る
い
は
こ
の
部
分
が
分
配
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
結
果
す
る
か
は
余
り
重
要
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
各
市
民
は
そ
の
部
分
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
国
家
は
い
か
に
し
て
こ
の
貯
蓄
義
務
を
分
配

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
社
会
主
義
国
家
が
各
人
か
ら
平
等
の
割
当
て
分
を
要
求
す
る
な
ら
ば
（
そ
れ

が
各
人
に
つ
い
て
の
平
等
割
当
て
分
を
減
ら
す
と
し
て
も
）
、
幸
福
の

大
値
が
達
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
負
担
の
重
み
は
市
民
達
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
異
な
っ
て
作
用
す
る
で

あ
ろ
う
。
人
々
は
平
等
で
あ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
ら
は
同
一
の
喪
失
を
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
形
で
感

ず
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
老
人
た
ち
は
、
彼
ら
が
決
し
て
見
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
鉄
道
建
設
の
た
め

 

と
こ
ろ
で
貯
蓄
が
「
社
会
化
」
さ
れ
る
場
合
に
も
、
な
お
人
々
は
そ
れ
を
失
う
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
難
破

す
る
船
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
々
が
万
能
に
な
ら
な
い
限
り
、
彼
ら
は
ま
ち
が
う
で
あ
ろ
う
し
、
例
え
ば
原
油
層

を
探
索
し
て
何
も
発
見
せ
ず
、
多
額
の
貯
蓄
を
費
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
貯
蓄
の
た
め
の
保
険
は
な
お
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
推
論
が
仮
定
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
貯
蓄
が
返
還
さ
れ
な
い
場
合
、
現
状
に

お
い
て
は
、
そ
れ
は
た
だ
ポ
ー
ル
が
そ
れ
を
返
還
す
る
気
が
な
い
か
ら
だ
、
と
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ま
さ
に
例
外
的
な
事
例
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
返
還

し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
返
還
で
き
な
い
の
は
、
貯
蓄
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
浪
費
に
よ
る
か
、
あ
る

い
は
注
意
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
幸
に
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
貯
蓄
が
壊
滅
的
な
被
害

を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。 

論
者
が
い
る
。
今
日
、
も
し
ピ
エ
ー
ル
が
ポ
ー
ル
に
貸
付
け
を
す
る
な
ら
ば
、
ピ
エ
ー
ル
は
保
険
料
を
必
要
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
ポ
ー
ル
が
金
を
返
さ
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
我
々
が
社
会
を
そ
の
全
体

に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ピ
エ
ー
ル
が
失
う
も
の
は
ポ
ー
ル
が
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
に
は

埋
め
合
わ
せ
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。 
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仮
説
的
な
ケ
ー
ス
に
訴
え
る
必
要
は
な
く
、
社
会
主
義
当
局
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
社
会
主
義
当
局
が
、
そ
の
営
も
う
と
す
る
産
業
を
「
社
会
化
す
る
」
の
に

必
要
と
す
る
も
の
を
調
達
す
る
た
め
に
一
般
に
訴
え
る
方
法
は
借
金
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ゆ
え
、
一
方

で
は
資
本
．
．
Ｓ
を
創
出
し
て
お
り
、
他
方
で
は
そ
れ
を
廃
止
し
て
い
る
。
社
会
主
義
国
家
は
莫
大
な
需
要
を

も
ち
、
満
足
す
べ
き
多
く
の
欲
望
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
現
在
我
々
の
知
っ
て
い
る
も
の
と
は
全
く

異
な
る
も
の
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
未
来
に
お
け
る
支
払
い
を
約
束
し
て
現
在
に
お
け
る
享
受
を
愛
好

 

人
々
の
求
め
る
物
質
的
幸
福
の
単
な
る

大
値
を
取
る
だ
け
で
、
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
倫
理
学
的
な

不
幸
を
す
べ
て
避
け
る
た
め
の
一
手
段
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
温
度
計
が
気
温
を
測
る
よ
う

に
、
人
々
の
感
覚
を
測
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
手
段
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
人
々

は
ベ
ネ
フ
ィ
ス

利
得
と

シ
ャ
ル
ジ
ュ

負
担
金
と
を
相
互
の
あ
い
だ
で
分
配
し
、
結
果
と
し
て
い
か
な
る
交
換
も
も
は
や
彼
ら
の
あ
い

だ
で
得
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
不
幸
に
し
て
我
々
は
こ
の
よ
う
な
手
段
に
つ
い
て

全
く
思
い
つ
か
な
い
（
１
）
。 

に
、
分
配
さ
れ
る
取
り
分
が
減
る
の
を
見
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
国
家
が
住

民
に
対
し
て
そ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
住
民
た
ち
は
国
民
の
幸
福
を
増
大
さ
せ
る
新
し
い
配
分
に
自
分
た

ち
で
着
手
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
あ
る
老
人
は
若
者
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
で
あ
ろ
う
。
「
今
年

は
、
鉄
道
を
建
設
す
る
と
い
う
の
で
、
各
市
民
に
つ
い
て
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
肉
の
配
分
が
少
な
い
。
私
は

こ
の
よ
う
な
犠
牲
を
払
う
よ
り
も
、
私
が
死
ぬ
ま
で
毎
年
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
だ
け
配
分
が
少
な
い
ほ
う
が

よ
い
。
今
年
私
に
要
求
さ
れ
て
い
る
余
分
の
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
貴
方
が
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

来
年
か
ら
私
が
死
ぬ
ま
で
、
私
は
貴
方
に
私
の
分
か
ら
毎
年
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
」
そ
の

若
者
は
受
け
容
れ
る
。
そ
し
て
も
し
こ
の
老
人
が
な
お
三
年
生
存
し
た
な
ら
ば
、
若
者
は
彼
が
提
供
し
た

一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
肉
の
代
償
と
し
て
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
肉
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
若

者
が
提
供
し
た
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
量
が
生
産
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
と
す
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
鉄

道
で
働
く
労
働
者
を
養
う
の
に
役
立
っ
た
。
若
者
は
そ
こ
か
ら
あ
る
利
益
を
得
る
。
若
者
が
老
人
に
対
し

て
で
は
な
く
提
供
し
た
こ
の
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
肉
は
そ
れ
ゆ
え
、
大
い
に
資
本
．
．
Ｓ
に
似
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の
若
者
が
長
生
き
し
、
同
じ
よ
う
な
操
作
を
何
度
も
繰
返
せ
ば
、
そ
の
生
涯
の
終
わ
り
頃
に
は
働

か
ず
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
て
そ
の
時
に
も
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
立
派

な
倫
理
学
者
を
憤
慨
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
老
人
の
方
は
、
彼
が
若
者
に
与
え
る
と
約
束
し
た
肉
一
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
「
彼
の
労
働
の
統
合
的
産
物
」
か
ら
毎
年
天
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

悲
し
い
か
な
、
こ
の
「
統
合
的
産
物
」
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
確
立
す
る
た
め
に

大
変
な
苦
労
を
し
た
新
し
い
権
利
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。 

（
１
） 

こ
の
よ
う
な
手
段
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
を
使
っ
た
と
し
て
も
、
偽
経
済
学
者
た
ち
を
大
い
に
驚
か
せ
る
こ
と
な
の

で
あ
る
が
、
価
格
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
る
種
の
比
関
係

ラ
ポ
ー
ル

が
出
現
す
る
の
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

こ
の
比
関
係
あ
る
い
は
価
格
の
う
ち
に
は
Ｘ
（
資
本
）
用
の
も
の
、
そ
し
て
現
在
利
子

ア
ン
テ
レ

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に

完
全
に
対
応
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
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一
般
に
ワ
イ
ン
を
調
達
す
る
た
め
の
二
つ
の
手
段
と
し
て
、
Ａ
、
Ｂ
二
つ
が
あ
る
も
の
と
し
、
問
題
の

単
純
化
の
た
め
に
、
Ａ
と
Ｂ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
毎
日
同
じ
数
の
労
働
者
、
時
間
を
用
い
る
も
の
と
仮
定
し
よ

う
。
も
し
加
え
て
、
Ａ
と
Ｂ
と
が
同
量
の
貯
蓄
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
Ａ
が
Ｂ
よ
り
も
多
く
の
量
の
製
品

を
生
み
出
す
も
の
と
す
れ
ば
、
採
用
す
べ
き
手
段
は
Ａ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
貯
蓄
は
Ｂ
よ
り
も
Ａ
に
使

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
Ｂ
が
従
来
の
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
捨
て
て
Ａ
に

換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
、
す
な
わ
ち
Ａ
が
も
た
ら
す
剰
余

産
物
と
は
、
次
の
二
つ
の
事
実
の
結
果
と
し
て
集
産
団
体
が
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
利
益
で
あ
ろ
う
。
一
．

集
産
団
体
は
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
蓄
を
持
っ
て
い
た
。
二
．
集
産
団
体
は
そ
の
貯
蓄
を
Ａ

に
用
い
た
。
貯
蓄
が
こ
の
集
産
団
体
に
属
す
る
以
上
は
、
こ
の
利
益
も
同
じ
く
集
産
団
体
に
属
す
る
こ
と

が
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
Ａ
に
お
い
て
労
働
し
た
労
働
者
は
「
彼

ら
の
労
働
の
統
合
的
産
物
」
を
受
け
取
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
剰
余
労
働
を
遂
行
し
、
集
産
団
体
の

と
こ
ろ
に
行
き
着
く
剰
余
価
値
を
生
産
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
貯
蓄
の
量
は
無
限
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
間
が
経
済
的

財
を
飽
き
る
程
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
幸
福
な
事
態
で
あ
り
、
も
は
や
解
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
済
的
問
題
は
存
在
せ
ず
、
経
済
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
。

貯
蓄
の
量
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
一
つ
の
用
途
に
向
け
ら
れ
る
分
が
別
の
一
用
途
か
ら
は
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ベ
ル
ギ
ー
が
社
会
主
義
国
家
に
な
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
ワ
イ
ン
を

手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
ブ
ド
ウ
園
を
栽
培
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
ボ
ル
ド
ー
ま
で

ワ
イ
ン
を
調
達
に
行
く
船
を
建
造
す
る
か
、
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー
で
の
ブ
ド
ウ
栽

培
は
温
室
で
可
能
で
あ
る
。
実
際
温
室
で
ブ
ド
ウ
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
大
量
の
ブ
ド
ウ
が
収
穫
さ
れ
て

い
る
。

コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

集
産
団
体
に
と
っ
て
、
汽
船
を
建
造
す
る
の
に
そ
の
貯
蓄
を
使
う
の
が
よ
い
か
、
あ
る
い
は
温
室

を
つ
く
る
の
に
そ
れ
を
使
う
の
が
よ
い
か
、
を
判
断
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
集
産
団
体
に
と
っ
て
そ

の
貯
蓄
を
で
た
ら
め
に
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
主
張
す
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
選
択

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

二
．
し
か
し
こ
の
「
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
除
去
に
成
功
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
社
会
主

義
国
家
は
毎
年
一
定
量
の
貯
蓄
を
Ｘ
、
す
な
わ
ち
生
産
手
段
に
変
換
す
る
。
社
会
主
義
国
家
は
こ
の
一
定

量
を
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
分
配
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
や
り
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 す

る
人
々
も
多
数
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
主
義
政
府
は
そ
の
選
挙
人
に
よ
っ
て
、
貯
蓄
が
見
い

だ
せ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
求
め
、
こ
の
貯
蓄
を
生
み
出
す
少
数
の
人
々
を
奨
励
金
に
よ
っ
て
励
ま
す
方
向

に
押
し
や
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
借
金
す
る
方
向
に
推
し
や
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
資
本
．
．
Ｓ
は
僅
か
な
が
ら
異
な
る
形
式
、
す
な
わ
ち
公
債
の
形
で
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
労
働
者

は
そ
の
「
労
働
の
統
合
的
産
物
」
を
受
け
取
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
産
物
か
ら
、
公
債
の
総

額
（le m

ontant du serviece de la dette

）
を
天
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

人
は
な
お
、
不
労
所
得

．
．
．
．
（unearned increm

ent

）
を
受
け
る
人
々
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
「
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
一
時
的
に
は
除
去
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
再
出
現
を
阻
止
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。 
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こ
の
比
較
は
特
異
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
一
度
に
引
き
受
け
ら
れ
る
苦
労
を
、
遠
い
未
来
ま
で
我
々
が

享
受
す
る
で
あ
ろ
う
無
数
の
小
さ
な
喜
び
の
総
計
と
比
較
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

社
会
主
義
国
家
は
そ
の
住
民
に
対
し
て
言
う
で
あ
ろ
う
。
「
我
々
は
今
年
度
は
、
港
に
埠
頭
を
造
成
す
る
た

め
に
、
現
在
キ
ャ
ベ
ツ
を
栽
培
し
て
い
る
人
々
の
一
部
を
そ
れ
に
使
い
た
い
と
思
う
。
今
年
は
諸
君
の
キ

ャ
ベ
ツ
が
例
年
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
諸
君
に
は
埠
頭
造
成
に
使
わ
れ
る
人
々
が

生
産
す
る
で
あ
ろ
う
分
だ
け
キ
ャ
ベ
ツ
が
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
、
多
年
月
に
わ
た
っ
て

諸
君
は
港
に
着
く
商
品
の
陸
上
げ
に
際
し
て
の
苦
労
が
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
埠
頭
の
修
理
工
事
を
計

算
に
い
れ
て
も
、
年
度
の
終
わ
り
に
は
諸
君
の
労
働
量
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て

集
産
団
体
は
、
例
え
ば
一
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
キ
ャ
ベ
ツ
が
も
た
ら
す
楽
し
み
を
一
年
間
失
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
代
償
と
し
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
毎
年
、
よ
り
少
な
い
労
働
で
済
ま

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
益
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
諸
君
に
と
っ
て
都
合
が
よ
い
か
、
あ
る
い
は

否
か
。
選
択
せ
よ
。
」 

 

問
題
を
単
純
化
す
る
た
め
に
我
々
が
い
ま
行
な
っ
た
よ
う
な
単
純
化
は
実
際
は
き
わ
め
て
稀
に
し
か
起

こ
ら
な
い
。
全
く
起
こ
ら
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
Ｂ
に
よ
る
生
産
条
件
は

Ａ
に
よ
る
生
産
条
件
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
単
純
な
場
合
の
一
つ
は
、
Ｂ
の
方
が
Ａ
の

場
合
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
貯
蓄
と
よ
り
少
な
い
労
働
（
１
）

を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
社

会
主
義
国
家
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
私
が
こ
の
よ
う
な

余
剰
貯
蓄
に
よ
っ
て
住
民
に
課
す
で
あ
ろ
う
苦
労
は
、
労
働
の
減
少
か
ら
彼
ら
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
喜
び
と
比
べ
て
小
さ
い
か
、
あ
る
い
は
大
き
い
か
。」 

 

右
の
事
態
を
避
け
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
、
貯
蓄
を
Ｂ
に
で
は
な
く
Ａ
に
用
い
た
こ
と
が
も
た
ら
す

利
益
を
直
接
に
労
働
者
に
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
こ
の
労
働
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
労
働

の
統
合
的
産
物
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
集
産
団
体
の
そ
の
他
の
構
成

員
の
犠
牲
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
他
の
構
成
員
は
貯
蓄
を
し
て
し
か
も
そ
の
働
き
の
報
酬
は
増
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

住
民
は
大
い
に
と
ま
ど
う
で
あ
ろ
う
。
要
求
さ
れ
て
い
る
比
較
は
、
キ
ャ
ベ
ツ
を
食
う
人
々
が
新
し
い

埠
頭
に
よ
っ
て
仕
事
が
し
や
す
く
な
る
人
々
と
は
別
の
人
々
で
あ
る
に
従
っ
て
、
そ
の
分
難
し
く
な
る
。

   

（
１
） 

こ
の
言
い
方
は
実
は
不
適
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
般
に
さ
ま
ざ
ま
の
異
な
る
種
類
の
労
働
が
必
要
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
を
合
計
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

通
貨
で
算
定
さ
れ
た
労
働
の
よ
り
少
な
い
支
出
、
と
。 

後
続
の
叙
述
で
は
我
々
は
一
般
に
、
一
集
産
団
体
の
労
働
、
喜
び
、
苦
労
の
総
量
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
際

の
通
常
の
観
点
を
受
け
入
れ
る
。
（
し
か
し
）
こ
れ
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
異
質
的
な
量
が
総

計
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。Cours, §642 et suiv. 

経
済
的
均
衡
に
つ
い
て
の
数
学
的
考
察
が
導
入
さ
れ
れ

ば
論
証
は
厳
密
な
も
の
と
な
り
う
る
。 

（
１
） 

マ
ル
ク
ス
が
あ
る
生
産
に
と
っ
て
「
社
会
的
に
必
要
な
時
間

．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
を
考
え
つ
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
問
題
を

単
純
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
採
用
す
る
べ
き
生
産
手
段
は
技
術
的
に
決
定
さ
れ
る
と
仮
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
経
済
的
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
は
除
去
さ
れ
て
い
る
。
■
文
中
の
注

が
あ
り
ま
せ
ん
■ 
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も
し
社
会
主
義
国
家
が
右
に
想
定
し
た
よ
う
に
、
今
日
は
埠
頭
を
つ
く
り
、
明
日
は
防
波
堤
を
つ
く
り
、

明
後
日
は
鉄
道
を
つ
く
り
、
等
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
仕
事
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
人
々
の
あ
い
だ

に
完
全
な
補
償
関
係
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
す

べ
て
の
仕
事
が
集
産
団
体
に
と
っ
て
別
の
仕
事
よ
り
も
効
用
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ

 

こ
の
よ
う
な
議
論
を
す
る
人
士
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
解
決
す
べ
き
問
題
は
多
少
と
も
完
全
な

や
り
方
で
こ
の
よ
う
な
補
償
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
集
産
団
体
に
と
っ
て

も
利
益
に
な
る

貯
蓄
の
利
用
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
ら
が
絶

え
ず
念
頭
に
置
い
て
い
る
権
利
と
道
徳
の
問
題
に
麻
痺
幻
惑
せ
ら
れ
て
、
彼
ら
は
別
に
解
決
す
べ
き
経
済

学
的
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
も
は
や
理
解
し
え
な
く
な
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
困
難
を
回
避
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
計
算
を
気
に
し
な

い
よ
う
に
し
よ
う
。
我
々
は
み
な
「
連
帯
」
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
一
方
が
獲
得
し
、
他
方
が
失
う
も

の
を
苦
労
し
て
追
求
し
て
、
そ
れ
が
何
に
な
る
の
か
。
国
家
は
自
由
に
で
き
る
貯
蓄
を
、
今
日
は
埠
頭
の

た
め
に
、
明
日
は
防
波
堤
の
た
め
に
、
明
後
日
は
鉄
道
の
た
め
に
、
と
い
っ
た
形
で
使
う
で
あ
ろ
う
。

後
に
は
こ
れ
ら
の
仕
事
か
ら
利
益
を
得
る
人
々
の
あ
い
だ
に
ほ
ぼ
補
償
関
係
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
仮
に
こ
の
補
償
関
係
が
正
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
差
は
「
連
帯
」
の
た
め
に
無
視
す
る
で
あ

ろ
う
。 

 

港
湾
労
働
者
は
埠
頭
が
も
た
ら
す
利
益
を
直
接
に
享
受
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
依
然
と

し
て
昔
の
よ
う
に
働
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
埠
頭
の
利
益
は
陸
揚
げ
さ
れ
る
商
品
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
商
品
の
価
値
が
低
下
し
、
こ
の
商
品
を
用
い
る
人
々
す
べ
て
が
こ
の
低
下
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
だ
問
題
の
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
キ
ャ
ベ
ツ
を
食
う
人
々
の
一
部
、
す
な
わ
ち
右
の
商

品
を
間
接
的
に
さ
え
使
用
し
な
い
人
々
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
商
品
を
間
接
的
に
使
用
す
る
人
々
に
つ
い

て
は
、
も
し
彼
ら
が
こ
の
商
品
の
価
値
低
下
が
彼
ら
の
幸
福
に
及
ぼ
す
影
響
を
理
解
す
る
に
至
る
と
す
れ

ば
、
彼
ら
は
確
か
に
す
ば
ら
し
く
知
的
で
物
識
り
で
あ
ろ
う
。
ホ
テ
ル
を
建
築
す
る
に
は
鉄
筋
の
梁
が
用

い
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
鉄
筋
の
梁
が
安
く
な
れ
ば
ホ
テ
ル
も
同
じ
く
安
く
な
り
、
ホ
テ
ル
経
営
者
は
部
屋

代
を
安
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
ホ
テ
ル
経
営
者
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
部
屋
代
を
安

く
す
る
の
は
社
会
主
義
国
家
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、
鉄
筋
の
梁
の
陸
揚
げ
を
容
易
な
ら

し
め
る
埠
頭
建
設
の
お
か
げ
で
年
度
末
に
貴
方
が
手
に
す
る
で
あ
ろ
う
利
益
を
計
算
す
べ
く
若
干
の
努
力

が
試
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
に
貴
方
が
成
功
し
た
な
ら
ば
、
貴
方
は
、
全
世
界
が
貴
方
の
学
識
手

腕
を
賞
讃
す
べ
し
と
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
資
本
．
．
Ｓ
が
再
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
港
湾
労
働
者
は
「
彼
ら
の
労
働
の

統
合
的
産
物
」
を
手
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
剰
余
価
値
を
生
産
し
、
キ
ャ
ベ
ツ
を

食
う
人
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
懐
を
肥
や
す
で
あ
ろ
う
。
港
湾
労
働
者
は
剰
余
労
働
を
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
別
の
も
の
を
探
そ
う
。 

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
新
し
い
埠
頭
の
お
か
げ
で
少

し
し
か
働
か
な
く
と
も
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
人
々
を
一
種
の
協
同
団
体
に
構
成
し
て
、
そ
し
て
彼
ら
に
次

の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
も
し
諸
君
が
埠
頭
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
な
ら
ば
、
諸
君
は
毎
年
ど
の

く
ら
い
の
額
を
キ
ャ
ベ
ツ
を
食
う
人
々
に
対
し
て
支
払
う
で
あ
ろ
う
か
。
」こ
の
場
合
に
は
比
較
は
相
対
的

に
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
各
人
は
自
ら
の
感
じ
る
苦
労
と
喜
び
と
を
比
較
す
れ
ば
よ
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。 
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貯
蓄
の
評
価
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
状
況
お
よ
び
、
さ
ら
に
他
人
の
貯
蓄
度
合
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と

 

新
た
な
貯
蓄
の
形
成
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
苦
労
は
、
こ
の
貯
蓄
形
成
に
際
し
て
の
状
況
に
依
存
す

る
。
例
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
似
た
よ
う
な
人
々
か
ら
成
り
、
同
じ
よ
う
な
労
働
に
従
事
す
る
人
々
か
ら
成
る

農
業
共
同
体
を
想
定
し
よ
う
。
今
年
は
収
穫
が
不
足
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
共
同
体
の
構
成
員
は
貯
蓄

す
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
労
働
す
る
こ
と
を
選
好
す
る
で
あ
ろ
う
。
貯
蓄
は
労
働
に
比
べ
て
き
わ
め
て
貴

重
で
あ
ろ
う
。
次
の
年
は
収
穫
が
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
る
と
す
る
。
共
同
体
の
構
成
員
は
苦
労
な
く
貯
蓄

す
る
で
あ
ろ
う
。
貯
蓄
は
労
働
に
比
べ
て
価
値
が
小
さ
く
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

全
て
が
こ
れ
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
し
い
国
に
お
い
て
は
、
同
じ
量
の
貯
蓄
で
も
、
既
に

施
設
道
具
の
大
部
分
を
有
し
て
い
る
国
に
お
け
る
よ
り
も
、
貴
重
で
あ
る
。
作
動
さ
せ
ら
れ
る
た
め
に
大

量
の
貯
蓄
を
必
要
と
す
る
新
た
な
発
明
は
、
現
存
す
る
貯
蓄
を
よ
り
貴
重
な
も
の
た
ら
し
め
る
。
同
一
の

国
に
お
い
て
も
、
状
況
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
貯
蓄
の
量
が
増
大
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
貯
蓄
の
価
値
は
小

さ
く
な
る
。 

 

こ
の
評
価
の
う
ち
に
は
、
貯
蓄
の
使
用
が
ど
の
点
ま
で
は
価
値
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
指
標
を
手
に
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の

事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
一
．
現
存
の
貯
蓄
量
及
び
そ
れ
に
つ
い
て
可
能
な

用
途
、
二
．
新
た
な
貯
蓄
を
つ
く
る
に
際
し
て
の
多
少
と
も
大
き
な
困
難
。 

 

す
べ
て
の
商
品
、
す
べ
て
の
労
働
、
す
べ
て
の
Ｘ
（
経
済
学
者
の
言
う
資
本
）
を
自
由
に
使
う
社
会
主

義
国
家
は
、
住
民
の

良
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
も
の
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
と
て
つ
も
な

く
複
雑
な
問
題
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
混
沌
に
若
干
の
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、

社
会
主
義
国
家
は
、
多
少
と
も
貴
重
な
も
の
を
指
示
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
に
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
評

価
を
つ
け
る
こ
と
を
遅
か
れ
早
か
れ
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
体
系
は
現

に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
価
格
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

う
。
も
し
貴
方
が
ピ
エ
ー
ル
に
は
一
羽
の
つ
ぐ
み
鳥
を
与
え
、
ポ
ー
ル
に
は
一
羽
の
黒
歌
鳥
を
与
え
る
な

ら
ば
補
償
関
係
が
存
在
し
、
貴
方
は
二
人
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も
し
こ
れ
が

「
社
会
的
正
義
」
に
つ
い
て
の
貴
方
の
基
準
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
的
正
義
は
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と

貴
方
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ピ
エ
ー
ル
と
ポ
ー
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
一
頭
の
牛
を
受
け
取
っ
た
場
合

に
は
、
社
会
的
正
義
が
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
物
質
的
幸

福
は
著
し
く
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
社
会
的
正
義
」
と
い
う
条
件
だ
け
で
は
経
済
現
象
を
決

定
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
決
定
で
き
な
い
こ
と
は
非
常
に
明
瞭
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
貴
方

が
ピ
エ
ー
ル
に
は
一
羽
の
鵞
鳥
を
与
え
、
ポ
ー
ル
に
は
一
頭
の
牛
を
与
え
た
場
合
に
は
貴
方
の
「
社
会
的

正
義
」
は
も
は
や
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ピ
エ
ー
ル
と
ポ
ー
ル

の
幸
福
は
、
ピ
エ
ー
ル
が
一
羽
の
つ
ぐ
み
を
、
ポ
ー
ル
が
一
羽
の
黒
歌
鳥
を
得
た
場
合
に
比
較
し
て
増
大

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

こ
の
列
挙
は
説
明
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
限
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。 

（
１
） 

こ
の
よ
う
な
表
現
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
数
学
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
厳
密
に
な
り
う
る
命
題
を
日
常
語

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。 
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こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
数
理
経
済
学
は
一
連
の
方
程
式
を
提
供
す
る
。
こ
れ
ら
の
方
程
式
に
現
れ
る

未
知
数
を
確
定
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
た
め
に
は
、
一
連
の
補
助
的
未
知
数
―
こ
れ

こ
そ
価
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
―
を
利
用
す
る
の
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
問
題

を
解
く
た
め
に
契
約
を
考
え
る
場
合
に
は
固
有
の
実
在
性
を
有
す
る
価
格
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
一
連
の

方
程
式
を
解
く
た
め
の
代
数
的
手
段
と
し
て
現
れ
る
。 

 

こ
の
命
題
は
数
理
経
済
学
の
理
論
を
用
い
れ
ば
も
っ
と
簡
単
に
、
一
般
的
に
、
そ
し
て
厳
密
に
証
明
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
価
格
が
存
在
す
る
の
は
、
人
が
信
じ
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
た
だ
売
買
契
約
が

存
在
す
る
か
ら
で
は
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
売
買
契
約
な
る
も
の
が

完
全
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
嗜
好
が
知
ら
れ
て
い
る
人
々
が
存
在
す
る
と
し
て
、
そ

の
集
産
団
体
は
そ
の
構
成
員
に
と
っ
て
の
幸
福
の

大
値
が
結
果
す
る
よ
う
に
生
産
と
分
配
と
を
組
織
す

る
た
め
に
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
会
計
上
の
手
法
と
し
て
だ
け
に
す
ぎ
な
く

と
も
、
商
品
の
価
格
体
系
と
、
Ｘ
（
経
済
学
者
の
言
う
資
本
）
の
用
途
に
つ
い
て
の
体
系
と
を
も
つ
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
社
会
主
義
国
家
は
か
く
し
て
強
制
的
に
そ
の
行
政
の
計
算
を
確
立
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
価
格
体
系
は
、
集
産
団
体
に
と
っ
て
の
幸
福
の

大
値
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
経

済
的
生
産
を
配
置
す
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。 

 

存
在
す
る
ど
の
よ
う
な
社
会
組
織
も
、
蒸
気
機
関
の
製
造
の
た
め
に
金
や
青
銅
を
で
た
ら
め
に
用
い
る

こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
真
ん
中
に
宮
殿
を
建
て
る
た
め
に
社
会
の
貯
蓄
を
用
い
る
こ

と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
る
種
の
質
的
ラ
ン
ク
付
け
で
十
分

で
あ
り
、
量
的
ラ
ン
ク
付
け
な
し
で
も
、
ほ
ん
の
少
し
の
良
識
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
中
間
的
な
場
合

の
方
が
は
る
か
に
多
数
で
あ
る
。
そ
し
て
実
践
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
は
る
か
に
複
雑

で
あ
る
。
鉄
道
の
レ
ー
ル
の
た
め
に
鉄
で
は
な
く
て
金
を
用
い
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
立
て
ら

れ
た
こ
と
は
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
。
し
か
し
鉄
の
代
わ
り
に
鋼
鉄
を
用
い
る
べ
き
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
な
種
類
の
鋼
鉄
を
用
い
る
べ
き
か
、
は
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
人
々
は
日
々
、
新
し
い
鉄
道
の
敷

設
、
新
し
い
運
河
の
開
鑿
、
新
し
い
工
場
の
建
設
等
の
た
め
に
貯
蓄
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
を

問
題
に
し
て
い
る
。 

 

も
し
時
に
人
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
も
の
な
し
で
も
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

問
題
が
不
当
に
単
純
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
量
的
ラ
ン
ク
付
け
（
価
格
）
を
質
的
ラ

ン
ク
付
け
に
置
き
換
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
完
全
に
量
的
ラ
ン
ク
付
け
な
し
に
や
れ
る
と

考
え
る
人
は
誰
も
い
な
い
。 

 

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
ラ
ン
ク
付
け
が
他
の
商
品
に
つ
い
て
も
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

後
に
は

価
格
体
系
が
樹
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
貯
蓄
の
用
途
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
評
価
を
示
す
あ
る
種
の
数
字
が
貯
蓄
の

評
価
に
は
書
き
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
評
価
は
現
在
貯
蓄
の
利
子
．
．
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
該
当
す

る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

（
１
） 

我
々
は
大
い
に
問
題
を
単
純
化
し
た
。
現
実
に
は
単
一
の
種
類
の
貯
蓄
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
多

数
の
種
類
の
貯
蓄
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
長
期
の
貯
蓄
と
短
期
の
貯
蓄
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
が
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
問
題
を
曖
昧
語
法
に
よ
っ
て
不
明
瞭
に
す

る
意
図
は
毛
頭
な
い
の
で
、
我
々
は
敢
え
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
「
資
本
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
特
別
の
名
称

に
よ
っ
て
指
示
す
る
こ
と
と
し
、
資
本
．
．
Ｐ
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
資
本
．
．
Ｐ
は
我
々
が
既
に
述
べ
た
資．

本．
Ｓ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
理
論
の
中
に
導
入
さ
れ
た
目
的
は
同
一
で
あ
る
。
資
本
．
．

Ｓ
あ
る
い
は
資
本
．
．
Ｐ
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
と
、
我
々
が
Ｘ
と
名
付
け
た
そ
の
他
の
も
の
（
経
済
学
者
の

言
う
資
本
）
と
が
あ
る
と
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
比
較
的
容
易
に
証
明
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
証
明
さ
れ

う
る
と
想
像
さ
れ
る
命
題
を
、
後
者
に
も
拡
張
し
う
る
た
め
に
は
、
相
互
の
あ
い
だ
の
混
同
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
を
混
同
し
た
論
者
た
ち
が
人
を
欺
そ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
と

我
々
が
主
張
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
抵
の
場
合
、
序
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
彼

 

プ
ル
ー
ド
ン
も
我
々
が
い
ま
考
え
た
の
と
は
異
な
る
、
あ
る
明
確
な
実
体
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
資

本
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
。
異
な
る
事
物
に
同
一
の
名
称
を
付
与
す
る
こ
の
や
り
方
は
、
容
易
に
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
観
念
を
明
晰
た
ら
し
め
、
真
理
の
探
求
を
容
易
な
ら
し
め
る
上
で
並
外
れ
て
適
切

で
あ
る
！ 

 

経
済
的
問
題
の
解
決
は
、
往
々
人
が
立
て
よ
う
と
す
る
傾
向
の
あ
る
法
律
的
、
道
徳
的
そ
の
他
の
問
題

に
つ
い
て
、
予
断
を
下
す
こ
と
は
全
く
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
こ
の
後
者
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
分
配
に
つ
い
て
の
一
定
の
規
則
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
な
ら
ば
、
次
に
経
済
学
理
論

が
我
々
に
教
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
規
則
と
適
合
的
な

大
限
の
幸
福
を
い
か
に
し
て
獲
得
す
る
か
と

い
う
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

理
論
力
学
と
の
顕
著
な
類
似
が
存
在
す
る
。
も
し
貴
方
が
相
互
に
つ
な
が
っ
た
質
点
体
系
の
均
衡
条
件

を
問
う
な
ら
ば
、
力
学
は
そ
れ
を
解
く
一
連
の
方
程
式
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
程
式
か
ら
未
知
数

を
引
き
出
す
に
は
、
つ
な
が
り
の
張
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
連
の
補
助
的
未
知
数
を
使
う
の
が
よ
い
。
と

こ
ろ
で
、
政
治
経
済
学
の
方
程
式
に
価
格
が
導
入
さ
れ
る
そ
の
さ
れ
方
は
ま
さ
に
つ
な
が
り
の
張
力
が
理

論
力
学
の
方
程
式
に
導
入
さ
れ
る
さ
れ
方
と
同
じ
で
あ
る
（
１
）
。 

 

偶
然
の
一
致
は
存
在
し
な
い
。
契
約
に
よ
る
価
格
と
、
均
衡
の
方
程
式
を
解
く
た
め
に
導
入
さ
れ
る
補

助
的
未
知
数
と
が
一
致
す
る
の
は
、
自
由
競
争
に
お
け
る
値
引
き
交
渉
が
経
済
的
均
衡
の
方
程
式
を
実
践

的
に
解
く
た
め
の
一
手
段
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
手
段
が
、
補
助
的
未
知
数
に
訴
え
る
場
合

に
使
わ
れ
る
手
段
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。 

 
見
か
け
の
上
で
こ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
、
価
格
と
代
数
的
手
段
と
い
う
こ
の
二
つ
は
い
か
に
し
て
同

じ
も
の
に
な
り
う
る
の
か
。
こ
の
場
合
、
き
わ
め
て
異
常
に
見
え
る
偶
然
の
一
致
が
た
だ
存
在
す
る
だ
け

で
あ
ろ
う
か
。 

（
１
） Cours, II, p.411-412 

（
１
） 

こ
れ
ら
全
て
の
命
題
の
証
明
に
つ
い
て
は
、Cours

お
よ
びG

iornale degli econom
isti, m

ars et juin, 1900, 

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

我
々
は
一
八
九
二
年
（G

iornale degli econom
isti, m

ai

）
以
降
、
機
械
的
均
衡
に
つ
い
て
の
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ

（Lagrange

）
の
方
程
式
（
仮
想
速
度
の
原
理
）
と
、
経
済
的
均
衡
の
方
程
式
と
の
類
似
を
証
明
し
た
。 
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そ
れ
ゆ
え
こ
の
資
本
．
．
Ｐ
は
、
客
観
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
Ｘ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン

は
次
の
よ
う
に
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
と
説
明
す
る
。
「
も
し
世
界
に
、
全
く
自
分
一
人
の
た
め
に
だ
け

生
産
す
る
一
人
の
人
間
、
た
だ
一
人
の
働
き
手
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
手
か
ら

生
ま
れ
る
生
産
物
は
、
た
だ
生
産
物
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
資
本
と
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
彼
の
精
神
は
次
の
よ
う
な
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
生
産
物

．
．
．
、
価
値
．
．
、
資
本
．
．
、
前
貸
し

．
．
．
、
再
生
産

．
．
．
、

消
費
資
材

．
．
．
．
、
運
転
資
本

．
．
．
．
、
等
の
あ
い
だ
の
区
別
を
設
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
概
念
は
単
一
の
孤
立

者
の
精
神
の
中
に
は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
（
２
４
５
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
「
資
本
」
と
い
う
用

語
を
い
ま
定
義
さ
れ
た
ば
か
り
の
資
本
．
．
Ｐ
で
置
き
換
え
る
の
で
あ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
交
換

と
い
う
こ
と
が
定
義
上
資
本
．
．
Ｐ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
に
は
、
一
人
の
人
間
し
か
い
な
い
と
こ
ろ
で

は
交
換
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
資
本
．
．
Ｐ
も
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
結
果
す
る
。
し
か
し

Ｘ
（
経
済
学
者
の
言
う
資
本
）
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
孤
立
し
た
男
も
、
彼
が
燃
や
す
た
め
の
木

と
納
屋
を
建
て
る
た
め
の
木
と
を
完
全
に
区
別
す
る
で
あ
ろ
う
。
価
値
．
．
、
前
貸
し

．
．
．
、
消
費
資
材

．
．
．
．
、
運
転
資

．
．
．

本．
、
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
そ
の
意
味
を
変
え
、
新
し
い
定
義
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
に
交
換
の
特
徴
を
付

与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
も
し
こ
れ
ら
の
用
語
が
通
常
の
意
味
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、

孤
立
し
た
人
間
に
と
っ
て
も
完
全
に
諸
価
値
．
．
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
孤
立
人
は
、
彼
が
毎
年
種
子

と
し
て
保
存
す
る
小
麦
が
パ
ン
を
作
る
た
め
の
小
麦
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
前
者
は
小
麦

の
栽
培
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
運
転
資
本

．
．
．
．
、
前
貸
し

．
．
．
で
あ
る
こ
と
、
消
費
資
材

．
．
．
．
と
は
全
く
別
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

 

勿
論
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
あ
た
か
も
彼
の
研
究
に
お
い
て
必
要
と
な
っ
た
あ
る
種
の
実
体
を
定
義
し
た
か

の
よ
う
に
は
見
せ
て
い
な
い
。
か
れ
は
他
の
論
者
と
同
じ
よ
う
に
、
資
本
と
は
何
か
を
追
求
し
て
い
る
。

「
資
本
と
は
セ
ー
の
言
う
よ
う
に
単
に
生
産
物
の
集
積
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
ロ
ッ
シ
の
言
う
よ
う
に
、

後
に
お
け
る
再
生
産
を
目
的
と
し
た
生
産
物
の
集
積
で
さ
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
資
本
の
概
念
に
は

全
く
対
応
し
て
い
な
い
。
資
本
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
生
産
物
が
、
敢
え
て
言
え
ば
交
換
に
よ
っ
て
公

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
１
）
。
」
こ
の
こ
と
が
一
つ
の
例
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
「
か
く
し

て
皮
革
は
、
屠
殺
場
を
離
れ
れ
ば
、
屠
殺
業
者
の
生
産
物
で
あ
る
。
た
と
え
貴
方
が
そ
れ
で
も
っ
て
大
き

な
建
物
を
い
っ
ぱ
い
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
皮
革
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
価

値
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
成
就
さ
れ
た

．
．
．
．
．
る．
価
値
（une valeur faite

）
と
い
う
言
い
方
を

し
た
い
。
そ
れ
は
全
く
資
本
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
生
産
物
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
皮
革
が
製
革
業
者
に
買
わ
れ
る
と
、
製
革
業
者
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
皮
革
を
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に

は
こ
の
皮
革
の
価
値
．
．
を
、
前
貸
し
の
形
で
営
業
資
金
と
し
、
そ
の
結
果
こ
れ
は
資
本
と
見
な
さ
れ
る
。
製

革
業
者
の
作
業
に
よ
っ
て
こ
の
資
本
は
再
び
生
産
物
と
な
る
。
こ
の
生
産
物
は
、
今
度
は
長
靴
製
造
業
者

に
よ
っ
て
申
し
合
わ
せ
価
格
で
買
い
取
ら
れ
、
再
び
資
本
状
態
に
移
行
し
、
次
い
で
長
靴
製
造
業
者
の
作

業
に
よ
っ
て
ま
た
生
産
物
と
な
る
。
」
（P.244

）
。 

ら
は
自
ら
思
い
違
い
を
す
る
の
で
あ
る
。 

（
１
） Lettre de Proudhon à Bastiat, O

euvres com
p. de B

astiat, V, p.244, 245. 
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一
つ
の
用
語
を
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
定
義
の
あ
い
だ
で
漂
わ
せ
る
こ
の
や
り
方
に
は
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
現
在
の
習
慣
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
や
り
方
を
用
い
る
と
き
に
は
、
人
は
決
し

て
不
自
由
す
る
こ
と
は
な
い
。
寓
話
の
中
の
蝙
蝠
の
よ
う
に
、
人
は
自
分
の
こ
と
を
状
況
に
よ
っ
て
鳥
だ

と
言
っ
た
り
、
ね
ず
み
だ
と
言
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

プ
ル
ー
ド
ン
の
論
証
を
厳
密
な
形
式
の
も
と
に
置
く
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
交
換
と
い
う
行
為
は
一
生
産
物
を
資
本
．
．
Ｐ
に
変
換
し
、
こ
の
資
本
．
．
Ｐ
の
時
間
単
位

の
生
産
費
は
、
こ
の
交
換
を
実
行
す
る
た
め
の
費
用
に
等
し
く
、
資
本
．
．
Ｐ
の
使
用
の
た
め
に
支
払
わ
れ

 

プ
ル
ー
ド
ン
の
定
義
は
二
つ
の
極
端
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
い
て
い
る
。
一
方
で
は
あ
る
種
の
結
論
を
避

け
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
他
方
で
は
定
義
を
下
し
た
目
的
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
問
題
で

あ
る
。
そ
の
目
的
と
は
次
の
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
流
通
の
た
め
に
適
当
な
組
織

が
あ
れ
ば
、
資
本
．
．
Ｐ
と
混
同
さ
れ
て
い
る
Ｘ
の

ロ
ワ
イ
エ

金
利
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、で
あ
る
。

資
本
．
．
Ｐ
の
諸
特
徴
の
中
で
特
に
交
換
に
優
越
的
な
役
割
を
付
与
す
る
必
要
性
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
こ
の
概
念
は
き
わ
め
て
明
瞭
な
の
で
あ
る
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
次
の
よ
う
な
発

言
に
よ
っ
て
や
や
曖
昧
に
な
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
言
う
。
「
そ

れ
ゆ
え
私
は
、
土
地
．
．
、
作
業
具

．
．
．
、
商
品
．
．
、
糧
食
．
．
、
あ
る
い
は
金
銭
の
形
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
全
て
の
価
値

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、

そ
し
て
生
産
に
役
立
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
あ
る
い
は
役
立
つ
可
能
性
の
あ
る
全
て
の
価
値
を

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
資
本
と
呼
ぶ
」
（p.247

）
。

先
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
成
就
さ
れ
た

．
．
．
．
．
価
値
．
．
と
は
、
交
換
に
付
さ
れ
た
価
値
、
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
プ
ル
ー
ド
ン
は
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
の
で
あ
る
。
「
設
立
さ
れ

る
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
お
い
て
、
金
銭
の
代
わ
り
に
道
具
あ
る
い
は
原
材
料
を
そ
の
業
務
に
投
ず
る
企
業
家

は
、
ま
ず
自
分
自
身
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
危
険
（risques et perils

）
を
評
価
す
る
。
こ
の
評
価
は
言

っ
て
み
れ
ば
一
方
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
彼
の
資
本
あ
る
い
は
出
資
を
構
成
す
る
。
」
（p.247

）
こ
れ
は

今
し
が
た
我
々
に
言
わ
れ
た
こ
と
と
は
違
っ
て
い
る
。
先
に
は
我
々
は
現
実
の
交
換
に
つ
い
て
語
ら
れ
、

こ
こ
で
は
も
は
や
一
種
の
潜
在
的
交
換
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
あ
る
種
の
対
象

を
評
価
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
如
何
は
そ
れ
ら
を
資
本
．
．
Ｐ
に
分
類
す
る
か
し
な
い

か
の
基
準
と
な
る
。
そ
の
少
し
先
で
プ
ル
ー
ド
ン
は

初
の
定
義
に
立
ち
戻
り
、
バ
ス
テ
ィ
ア
が
そ
れ
を

理
解
し
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
「
商
業
に
お
い
て
、
例
え
ば
現
実
的
な
法
的
根
拠
を
有
し
、
法
定
の
形

式
を
備
え
た
為
替
手
形
は
、
成
就
さ
れ
た

．
．
．
．
．
価
値
．
．
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
…
類
推
に
よ
っ
て
私
は
、
家
具
、
短

靴
、
そ
の
他
す
べ
て
の
生
産
物
が
成
就
さ
れ
た
価
値
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
製
造
が
終
わ
っ
た

と
き
で
は
な
く
、
…
そ
れ
ら
が
討
論
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
価
値
が
決
定
さ
れ
、
引
き
渡
し
が
実
行

さ
れ
た
後
で
あ
る
、
と
言
う
。
し
か
も
こ
れ
は
た
だ
そ
れ
ら
を
購
入
し
た
者
に
つ
い
て
の
み
言
え
る
こ
と

で
あ
る
。
…
彼
に
と
っ
て
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
の
み
、
生
産
物
は
成
就
さ
れ
た
価
値
、
一
言
で
い
え
ば

資
本
と
な
る
」（p.302-303

）
。 

 
他
方
、
資
本
．
．
Ｐ
は
、
我
々
が
既
に
の
べ
た
資
本
．
．
Ｓ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
後
者
は
そ
の
所

有
者
と
は
別
の
人
間
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
る
の
を
そ
の
特
徴
と
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
そ
れ
を
利
用

す
る
人
物
に
帰
属
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
彼
が
そ
れ
を
購
入
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
も
し
彼
が
自
身
で
そ
れ
を
生
産
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
資
本
．
．
Ｐ
と
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。 
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も
し
我
々
が
こ
の
概
念
を
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
呈
示
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
概
念
を
設
け
た
目

的
を
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
こ
の
概
念
が
扱
っ
て
い
る
の
は
資
本
．
．
Ｐ
で
あ
り
、
他
方
現
実
に

我
々
が
見
て
い
る
の
は
Ｘ
（
経
済
学
者
の
言
う
資
本
）
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合
に
対
処
す
る
方
法
は
す
で

に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
資
本
．
．
Ｐ
と
Ｘ
と
の
双
方
に
同
一
の
名
称
「
諸
資
本
」
を
付
与
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
混
同
を
敢
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
に
つ
い
て
の
み

妥
当
な
結
論
が
全
く
自
然
に
後
者
に
対
し
て
も
拡
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
明
快
に
し
て
厳
密
な
る
証
明
の

主
要
な
欠
陥
は
、
第
二
に
、
前
提
条
件
か
ら
出
て
く
る
取
る
に
足
り
ぬ
問
題
に
注
意
を
集
中
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
も
し
我
々
が
交
換
と
い
う
行
為
に
あ
ま
り
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
我
々
が
説
得
し
よ
う
と
す
る

人
物
で
さ
え
、
遂
に
は
資
本
．
．
Ｐ
は
Ｘ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
知
覚
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
定
義
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
こ
の
点
が
確
認
さ
れ
た
な
ら
ば
、
読
者
の
関
心
を
わ
き
に
そ
ら
す
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ル
ー
ド
ン
が
き
わ
め
て
巧
み
に
や
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
利
子
（intèrêt

）
の
歴

 

こ
の
証
明
が
厳
密
な
の
は
資
本
．
．
Ｐ
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
定
義
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
先
入

観
に
よ
っ
て
、
現
在
の
財
と
未
来
の
財
と
の
価
格
の
相
違
と
い
う
考
え
方
を
無
視
し
、
資
本
．
．
Ｐ
と
い
う
念

を
も
っ
ぱ
ら
交
換
の
事
実
に
立
脚
さ
せ
て
い
る
。 

る
ロ
ワ
イ
エ

金
利
に
等
し
い
。
と
こ
ろ
で
現
状
に
お
い
て
は
交
換
は
金
属
貨
幣
を
使
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
（
１
）
、

そ
れ
ゆ
え
こ
の
貨
幣
の
所
有
者
の
み
が
生
産
物
を
資
本
．
．
Ｐ
に
変
換
す
る
能
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
の
ゆ
え
に
貨
幣
所
有
者
は
自
分
に
対
し
て
そ
の
代
価
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
資
本
．
．
Ｐ
の
生
産

費
を
な
す
も
の
、
し
た
が
っ
て
こ
の
資
本
．
．
Ｐ
の
金
利
の
起
源
は
こ
の
代
価
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
金
属
貨

幣
に
代
え
て
使
用
が
無
料
の
あ
る

メ
デ
ィ
ウ
ム

媒
体
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
資
本
．
．
Ｐ
の
（
時
間
に
比
例
す
る
）

生
産
費
は
ゼ
ロ
に
な
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
金
利
も
ゼ
ロ
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
２
）
。 

（
２
）  Loc cit., p.130. 

「
商
業
上
の
、
お
よ
び
抵
当
に
よ
る
信
用
、
換
言
す
れ
ば
貨
幣
資
本
、
流
通
が
も
っ
ぱ
ら
の

機
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
資
本
、
が
も
し
無
料
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
家
屋
資
本
も
た
だ
ち
に
無
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

家
屋
は
も
は
や
現
実
に
資
本
で
は
な
く
な
り
、
商
品
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
」p.170.

「
貨
幣
の
利
子

ア
ン
テ
レ

、
そ
の
結

果
と
し
て
、
地
代
、
家
賃
、
資
本
に
よ
る
収
入
、
を
廃
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
可
能
で
な
い
の
か
…
」
。 

（
１
） Lettre de Proud. à Bast., O

euvres com
p. de B

ast., V, p.222-223. 

「
家
屋
が
賃
貸
し
さ
れ
、
農
地
が
賃

貸
さ
れ
、
期
限
内
に
売
却
さ
れ
た
商
品
が
利
益

ア
ン
テ
レ

を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
こ
れ
は
ま
さ

に
貨
幣
に
由
来
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
取
引
き
に
お
い
て
税
務
官
の
よ
う
に
介
入
し
て
く
る
貨
幣
、
家
屋
や
農
地
が
賃

貸
し
さ
れ
る
か
わ
り
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
、
商
品
が
現
物
で
販
売
さ
れ
る
の
を
妨
げ
る
貨
幣
に
由
来
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
追
加
的
資
本
と
し
て
い
た
る
と
こ
ろ
で
介
入
す
る
貨
幣
、
流
通
の
主
体
、
保
証
の
手
段

と
し
て
の
貨
幣
、
我
々
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
貨
幣
に
対
し
て
で
あ
り
、
貨
幣

か
ら
の
返
礼
は

便
宜

セ
ル
ヴ
ィ
ー
ス

で
あ
り
、
我
々
が
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
便
宜
に
対
し
て
で
あ
る
。
」 
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史
を
物
語
り
、
そ
の
語
源
を
探
り
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
を
非
難
し
、
そ
し
て
力
の
限
り
、
泥
棒
！
と
叫
ぶ
。

彼
は
道
徳
的
政
治
的
考
察
に
耽
る
。

後
に
は
彼
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
、
も
つ
れ
さ
せ

る
。
こ
れ
は
論
争
に
お
い
て
は
卓
越
し
た
一
つ
の
方
法
で
は
あ
る
が
、
科
学
的
に
は
悲
し
む
べ
き
手
法
で

も
あ
る
。 

 

富
と
同
一
視
さ
れ
る
貴
金
属

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
―
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
（N

ovicow

）
氏
は
「
金
を
我
々
の
享
楽
の
源
泉
と
み
な

す
、
換
言
す
れ
ば
、
金
を
富
と
混
同
す
る
誤
謬
」（
１
）

に
対
し
て
黄
金
快
楽
の

．
．
．
．
．
（chrysoédonique

）
の

幻
想
と
い
う
名
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
誤
謬
は
昔
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
単
に
換
喩
の
文
字
通
り
に
解
さ

れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
人
は
表
現
す
る
際
に
、
意
味
さ
れ
る
も
の
（la chose signifiée

）
の
代
わ
り

に
記
号 

（le signe

）
を
用
い
る
。
そ
し
て

後
に
は
こ
の
記
号
を
そ
の
意
味
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
も
の

と
み
な
す
に
至
る
。
用
語
の
意
味
の
同
様
な
変
化
は
、
金
あ
る
い
は
貴
金
属
に
つ
い
て
起
こ
っ
た
だ
け
で

は
な
い
。Pecunia

と
い
う
言
葉
は
、
家
畜
群
が
主
要
な
富
で
あ
っ
た
時
代
に
我
々
を
つ
れ
戻
す
（
２
）
。 

 

（
１
） Les gaspilages des sociétés m

odernes. Paris, 1894, p.67. 

（
２
） M

.B
réal et A

. B
ailly,  D

ict. étym
. Latin., s.v.pecus : 

「
古
代
人
た
ち
は

古
の
貨
幣
に
刻
ま
れ
て
い
る
家

畜
の
頭
数
に
よ
っ
てpecunia

（
財
産
、
所
有
物
）
を
説
明
し
た
。
し
か
し
、pecunia 

が

初
は
「
家
畜
の
形

に
お
け
る
富
」
を
意
味
し
、
次
い
で
一
般
的
に
「
富
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

逆
方
向
の
意
味
の
変
化
に
よ
っ
て
、
近
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一
語
）
は
、
家
畜
、
運
搬
用
の
動
物
を

意
味
し
て
い
る
。
ゴ
ー
ト
族
に
お
い
て
は
、pecu

（
家
畜
）
に
相
当
す
る
語
はfaihu

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
家
畜
」

と
「
財
産
」
を
意
味
す
る
。
ド
イ
ツ
語
のVieh

は
「
家
畜
」
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
のfeoh

は
「
家
畜
、
価
格
、

褒
償
」
（
こ
こ
か
ら
英
語
のfee

「
賞
与
」
が
出
て
来
る
）
を
意
味
す
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のpaçu-s

（
男
性
）

お
よ
びpaçu

（
中
性
）
は
「
家
畜
」
を
意
味
す
る
。
」 

  

ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
次
の
よ
う
な
怒
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
き
、
す
な
わ
ち 

一
般
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
貪
欲
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
金
、
金
属
、
あ
る
い
は
貨
幣
に
対
す
る

渇
望
と
全
く
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
と
し
か
見
え
な
い
人
々
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は

近
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ

ー
ル
の
戦
争
で
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
事
実
、
人
々
は
い
つ
の
時
代
に
も
、
ど
の
よ
う

な
形
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
れ
富
を
奪
い
取
る
た
め
に
戦
っ
て
き
た
。
銅
、
錫
、
石
炭
等
の
鉱
山
は
金
あ

る
い
は
銀
の
鉱
山
に
比
べ
て
そ
の
貴
重
さ
に
お
い
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
勿
論
、
輸
送
費
に
影
響
す
る

よ
う
な
状
況
、
ま
た
法
定
の
価
格
と
し
て
石
炭
の
ほ
う
が
銅
よ
り
も
、
銀
よ
り
も
銅
の
方
が
高
価
で
あ
る

と
い
っ
た
状
況
が
な
け
れ
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
。
ボ
ー
ア
人
が
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
に
侵
入
し
た
と
き
、

金
鉱
の
存
在
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
カ
フ
ィ
ー
ル
人
に
対
し
て
戦
争
を
し
か
け
、
き
わ

め
て
多
数
の
人
間
を
殺
戮
し
た
の
は
、
土
地
、
す
な
わ
ち
別
の
形
態
に
お
け
る
富
を
略
奪
す
る
た
め
で
あ

る
。
さ
ら
に
カ
フ
ィ
ー
ル
人
を
征
服
し
た
あ
と
、
彼
ら
を
一
種
の
奴
隷
と
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
一
種
の
富

の
形
態
、
す
な
わ
ち
人
間
労
働
と
し
て
の
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
ら
は
奪
取
し
た
の
で
あ
る
。
古
典
古

代
に
お
け
る
戦
争
の
多
く
は
、
ま
さ
に
敵
方
の
土
地
を
略
奪
し
、
奴
隷
に
す
る
た
め
に
そ
の
土
地
の
男
女

を
で
き
る
限
り
多
く
奪
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
遊
牧
民
族
は
家
畜
群
を
奪
い
合
っ
て
戦
争
を
し
た
。

結
局
、
人
々
が
狙
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
け
る
富
で
あ
っ
て
、
た
だ
一
つ
の
形
態
に
お
け
る
富
で
は

A
uri sacra fam

es? 
Q

uid non m
ortalia pectora cogis, 
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次
に
や
っ
て
来
る
の
が
富
の
観
念
で
あ
る
。
金
を
持
っ
て
い
る
人
間
は
豊
か
な
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
は

マ
ル
ク
ス
の
「
エ
キ
ュ
金
貨
の
人
間
」
（l’hom

m
e aux écus

）
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
こ
の
人
物
に

は
不
利
な
、
そ
し
て
彼
が
「
搾
取
す
る
」
貧
乏
人
に
は
好
意
的
な
一
系
列
の
概
念
を
伴
う
。
と
こ
ろ
で
、

多
く
の
金
を
持
つ
人
間
は
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
で
あ
る
が
、
逆
の
命
題
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。

豊
か
な
人
間
は
多
く
の
金
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
「
エ
キ
ュ
金
貨
の
人
間
」
、
あ
る
い
は
ル
イ
金
貨
の
人
間

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
真
実
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
、
豊
か
な
人
間
と
は
家
畜
を
持
つ
人
間
で
あ

り
、
土
地
を
持
つ
人
間
で
あ
っ
た
が
（
１
）
、
今
日
で
は
そ
れ
は
、
現
代
社
会
で
使
わ
れ
て
い
る
信
用
機
構

の
お
か
げ
で
、
大
量
の
経
済
的
財
を
自
由
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
で
あ
る
。
こ
の
機
構
が

も
完
成

さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
国
で
は
、
裕
福
な
人
間
は
彼
の
財
産
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
を
貨
幣
の

形
で
も
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
エ
キ
ュ
金
貨
の
人
間
」
は
エ
キ
ュ
金
貨
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論

彼
は
所
有
し
て
い
る
経
済
的
財
を
金
属
貨
幣
に
換
え
よ
う
と
思
え
ば
、
そ
れ
を
持
つ
こ
と
は
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
し
な
い
よ
う
に
大
い
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
（
２
）
。 

 

社
会
の
悪
を

き
ん金

に
帰
す
る
と
き
に

初
に
想
い
起
こ
さ
れ
る
観
念
は
、
我
々
が
述
べ
た
ば
か
り
の
も
の
、

す
な
わ
ち
強
欲
と
貪
欲
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
こ
の
種
の
事
柄
に
お
け
る
推
論
と
論
理
の
絶
対
的

な
下
ら
な
さ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
連
合
を
拒
絶
す
る
た
め
に
は
、
全
く
科
学
的
知
識

が
な
く
と
も
、
少
々
の
考
察
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
文
士
や
小
説
家
は
し
ば
し
ば
、
農
民
の
土
地
に

対
す
る
情
熱
、
農
民
が
土
地
を
欲
す
る
際
の
強
欲
、
土
地
が
農
民
の
中
に
吹
き
込
む
貪
欲
、
を
非
常
に
生
々

と
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
も
し
人
々
が
推
論
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
こ
と
に
僅
か
で
あ
っ

て
も
努
力
し
よ
う
と
決
意
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
、
紙
幣
が
金
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
国
々
で
は
、
強
欲
と

貪
欲
が
消
滅
し
た
か
ど
う
か
を
問
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
彼
ら
は
、
強
欲
や
貪
欲
の
観
念
と
金
の
観

念
と
を
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
る
こ
と
が
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
る
で
あ
ろ
う
。 

 

金
を
富
と
同
一
視
す
る
理
論
は
、
同
種
の
他
の
理
論
と
同
じ
よ
う
に
、
厳
密
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
理
論
の

も
明
瞭
な
形
は
重
商
主
義
理
論
で
あ
る
が
、
理
解
の
さ
れ
方
は
一

般
に
、
大
い
に
曖
昧
な
状
態
に
あ
る
。
多
少
と
も
論
理
的
な
推
論
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
あ
る
種
の
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
用
語
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
観
念
連

合
に
よ
る
詭
弁
に
関
す
る
節
で
こ
の
問
題
は
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
Tibulle

は
、
彼
が
次
の
よ
う
に
叫
ぶ
と
き
、
詩
人
と
し
て
の
自
由
を
行
使
し
て
い
る
。
「
エ
メ
ラ
ル
ド

の
緑
を
集
め
、
羊
毛
の
雪
をTyr

の
緋
色
で
染
め
る
も
の
は
誰
で
あ
れ
滅
び
る
が
よ
い
。
そ
う
い
う
人
間

は
貪
欲
を
生
み
出
す
（
１
）
。
」
し
か
し
、
単
純
な
良
識
は
、
人
々
を
あ
る
種
の
貴
重
品
の
探
求
に
突
き
動
か

す
の
は
人
間
の
美
的
感
覚
と
情
熱
で
あ
る
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。 

な
い
こ
と
を
全
て
が
証
明
し
て
い
る
。 

（
１
） Cic., D

e rep., II, 9,16 : Tum
 res erat in pecore et locorum

 possessionibus, ex quo 
pecuniosi et locupletes vocabantur. 

（
１
）II, 4 : 

   

H
ic dat avaritiae causas

…
… 

O
 pereat, quicum

que legit viridesque sm
aragdos, E

t niveam
 Tyrio m

urice tinquit ovem
! 
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あ
る
個
人
が
貯
金
金
庫
（
訳
注: caisse d’épargne, 

日
本
の
郵
便
貯
金
に
あ
た
る
）
あ
る
い
は
銀
行

に
一
定
額
を
預
金
し
た
場
合
、
そ
の
額
が
金
属
貨
幣
の
形
で
そ
こ
に
と
ど
ま
る
と
想
像
す
る
人
々
が
い
る
。

時
折
新
聞
は
銀
行
の
当
座
預
金
が
到
達
し
た
高
い
数
字
を
引
用
し
、
そ
の
金
額
が
銀
行
の
金
庫
の
中
で
「
眠

っ
て
お
り
、
不
稔
状
態
に
あ
る
」
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
（
１
）
。 

 

我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
、
我
々
が
い
ま
述
べ
た
誤
謬
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
も
つ
一
つ
の
誤

謬
に
陥
っ
て
い
る
の
を
見
て
驚
く
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
精
神
の

も
卓
越
す
る
資
質
、
天
才
そ
の
も
の

で
さ
え
、
一
科
学
の
体
系
的
研
究
の
代
り
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
き
証
明
で
あ
る
。

か
く
し
て
現
在
で
も
強
力
な
知
性
の
人
物
た
ち
が
、
そ
の
政
治
経
済
学
に
お
い
て
主
張
し
た
命
題
の
不
条

理
さ
に
お
い
て
、
際
立
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
政
治
経
済
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
彼
の
時
代
に
は
こ
の
学
問
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
同
時
代
人
は
、
こ
の
学

問
の
扱
う
問
題
を
一
刀
両
断
す
る
前
に
、
こ
の
学
問
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ

 

そ
の
他
に
、
金
の
生
産
を
目
的
と
す
る
作
業
を
質
的
に
劣
っ
た
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
存
在
す
る
。
金

を
生
産
す
る
人
間
は
そ
の
同
胞
た
ち
の
恥
ず
べ
き
情
念
に
奉
仕
し
、
人
生
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
、
必
要

な
も
の
は
何
も
つ
く
り
出
さ
な
い
。
我
々
に
食
糧
を
供
給
し
て
く
れ
る
農
作
業
は
明
ら
か
に
よ
り
高
尚
な

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
金
鉱
に
つ
い
て
は
我
々
は
次
の
よ
う
な
一
節
を
読
む
。
「
人
間
の
欲
求
は
彼
を
大
地

の
耕
作
に
向
か
わ
し
め
、
人
間
の
悪
徳
は
彼
を
鉱
山
の
開
発
に
向
か
わ
し
め
る
。」 

 

金
を
保
有
す
る
人
間
の
考
え
方
は
し
ば
し
ば
「
投
機
家
」
の
そ
れ
に
接
近
す
る
。
人
々
は
こ
の
不
可
解

な
怪
物
が
正
確
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
余
り
明
瞭
な
観
念
は
も
っ
て
い
な
い
。
一
つ
だ

け
確
実
な
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
怪
物
は
あ
ら
ゆ
る
人
が
追
跡
し
壊
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

背
徳
的
で
嫌
悪
す
べ
き
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
破
滅
さ
せ
る
た
め
に
は
蝮
を
殺
す
た
め
の

場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
奨
励
金
を
支
払
う
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
「
進
歩
」
が
い
ま

だ
そ
こ
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
い
か
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
辛
い
人
生
を
送
ら
せ
、
中
世
の
ユ
ダ

ヤ
人
が
扱
わ
れ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
そ
れ
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
に
、
多
少
と
も
曖

昧
な
形
で
で
は
あ
る
が
、
絵
の
内
容
を
つ
く
り
上
げ
る
た
め
に
、
資
本
の
利
子
、
「
労
働
」
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
富
、
労
働
者
の
「
搾
取
」
等
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
偏
見
が
現
わ
れ
る
。 

 

か
く
し
て
人
は
、
金
が
唯
一
の
富
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
結
論
と
は
逆
の
結
論
に
到
達
す
る
。
い
ま
や

金
は
全
く
無
駄
で
役
に
立
た
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
命
題
が
相
互
に
矛
盾
し
な
が
ら
同

時
に
存
在
し
、
同
じ
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
な
確
信
と
と
も
に
表
明
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
少

し
も
孤
立
し
た
事
象
で
は
な
い
。
「
群
衆
」
の
論
理
に
お
い
て
は
、
矛
盾
す
る
二
つ
の
命
題
が
同
時
に
真
で

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
手
持
ち
の
現
金
は
預
金
総
額
の
六
分
の
一
か
ら
七
分
の
一
の
あ
い
だ
で
あ
る
。 

（
２
） 

一
国
で
循
環
す
る
貨
幣
の
総
量
は
そ
の
国
の
富
の
小
さ
な
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
第
一
四

章
を
参
照
。 

（
１
） 

以
下
は
共
同
資
本
銀
行
（Joint-Stock Banks

）
の
比
較
的

近
の
統
計
の
一
つ
で
あ
る
。 

一
九
〇
一
年
六
月
三
○
日
に
こ
れ
ら
の
銀
行
の
保
有
し
て
い
る
額 

金
庫
中 

 
 
 

五
九
八
七
万
（
英
ポ
ン
ド
） 

利
付
き
当
座
預
金 

三
億
八
三
六
三
万
八
千
（
〃
） 
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現
実
に
、
金
属
貨
幣
は
富
の
全
て
で
は
な
く
、
富
の
一
小
部
分
で
あ
る
。
金
属
貨
幣
は
全
て
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
経
済
現
象
に
お
い
て
も
は
や
無
で
は
な
い
。
そ
れ
は
経
済
現
象
に
お
い
て
、
財
の
生
産

と
分
配
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
応
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。「
道
徳
家
」
諸
氏
に
は
申

し
訳
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
大
地
か
ら
金
を
採
取
す
る
人
間
、
小
切
手

．
．
．
を
つ
く
る
紙
を
準
備
す
る
た
め
に

働
く
人
間
、
機
関
車
、
電
信
線
、
郵
便
局
、
汽
船
等
を
つ
く
る
た
め
に
働
く
人
間
、
彼
ら
は
そ
う
と
は
知

ら
ず
に
、
我
々
に
日
々
の
パ
ン
を
供
給
す
べ
く
、
ま
た
、
急
不
急
の
必
要
を
満
足
す
べ
く
、
協
力
し
て
い

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
見
ら
れ
る
矛
盾
は
、
貨
幣
が
経
済
現
象
に
お
い
て
実
際
に
二
つ
の
役
割
を
果
た
す

と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
（
１
）
。
そ
し
て
恐
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
天
才
は
、
経
済
科
学
が
ず
っ
と
後

に
な
っ
て
確
認
し
た
こ
と
を
漠
然
と
な
が
ら
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
、
二
つ
の
観
点

を
述
べ
る
そ
の
方
法
か
ら
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
矛
盾
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
第
一
四
節
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
貨
幣
が
そ
れ
自
体
で
有
用
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、す
な
わ
ち
、
交
換
を
便
利
に
す
る
の
に
役
立
つ
一
つ
の
商
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
は
正
し
い
見
方
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
第
一
六
節

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
富
裕
は
金か

ね

の
多
さ
に
あ
り
と
す
る
こ
と
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
も
正
し
い
の
で
あ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
は
こ
の
第
二
の
命
題
の
論
証
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら

第
一
の
命
題
と
の
矛
盾
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
富
裕
は
単
一
の
商
品
の
潤
沢
と
そ
の
他
の
商
品
の
欠
如

に
あ
る
の
で
は
な
い
。M

idas

は
、
全
て
を
金
に
変
え
た
が
故
に
餓
死
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
も

し
彼
が
全
て
の
も
の
を
ワ
イ
ン
に
変
え
た
場
合
に
も
同
じ
く
彼
は
死
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
社
会
に
お

い
て
は
、
ワ
イ
ン
を
沢
山
も
っ
て
い
る
一
人
物
は
交
換
に
よ
っ
て
、
彼
の
欲
す
る
他
の
す
べ
て
の
財
を
ま

か
な
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
法
律
に
よ
っ
て
ワ
イ
ン
に
貨
幣
と
し
て
の
性
質
を
付
与
す
る
必
要
は
全
く

な
い
。
同
じ
く
こ
の
人
物
は
、
た
と
え

き
ん金

し
か
も
っ
て
い
な
く
と
も
、

き
ん金

の
も
の
で
身
を
飾
る
こ
と
の
好

き
な
人
々
か
ら
そ
の
他
の
財
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し

か
も
こ
れ
は
法
律
に
よ
っ
て
金
に
対
し
て
貨
幣
と
し
て
の
性
質
を
付
与
し
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
（
２
）
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
第
一
巻
第
三
章
の
一
四
節
と
一
六
節
の
あ
い
だ
に
は
矛
盾
が
存
在
す
る
。

前
者
に
お
い
て
は
貨
幣
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
有
用
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
（
１
）
、
後
者
に
お
い
て
は

絶
対
的
に
無
意
味
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
実
際
―
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
―
あ
る
人

間
は
、
い
か
に
金
が
あ
っ
て
も
生
活
必
需
品
に
事
欠
く
こ
と
が
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
れ

ほ
ど
沢
山
あ
っ
て
も
餓
死
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
お
か
し
な
富
が
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
貪
婪
な
欲
望
が
食
卓
の
料
理
を
す
べ
て

き
ん金

に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
神
話
の
中
のM

idas

に

似
て
い
る
（
２
）
。
」 

る
。 

（
２
） B

arthelem
y- Saint-H

ilaire

の
仏
訳 

（
１
） 

コ
ラ
イ
（C

oraï

）
は
、
文
章
の
意
味
を
変
え
て
し
ま
う
一
つ
の
否
定
辞
を
テ
キ
ス
ト
の
中
に
挿
入
し
、
矛
盾
を
な

く
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
訂
正
は
恣
意
的
で
あ
り
、
受
け
容
れ
が
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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分
業
は
、
た
し
か
に
、
働
く
人
間
が
生
産
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
組
織
に
つ
い
て
も
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
人
の
農
民
は
そ
の
土
地
で
小
麦
の
み
を
生
産
し
、
別
の
農
民
は
羊
毛
の
み
を
生
産
す

る
。
彼
ら
は
自
分
の
生
産
物
を
交
換
す
る
。
分
業
は
、
働
く
人
間
が
生
産
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と

な
く
存
在
す
る
。
つ
い
で
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
生
産
手
段
か
ら
分
離
の
「
原
因
」
は
貨
幣
経
済
で

は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
い
ま
我
々
が
想
定
し
た
状
態
に

お
い
て
も
、
交
換
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
貨
幣
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
別
の
問
題
が
あ
る
。
二
系
統
の
事
実
が
た
ま
た
ま
随
伴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
分
業
と
貨
幣
使

用
の
拡
大
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
の
使
用
は
、
働
く
人
間
を
生
産
手
段
か
ら
切

り
離
し
「
資
本
家
」
（
１
）
を
出
現
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
事
実
と
実
際
に
関
連
す
る
よ
う
に
な
る
。
誤
謬
は

こ
う
し
た
現
象
の
原
因
が
貨
幣
経
済
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
も
し
現
実
に
一
つ
の
原
因
な
る

も
の
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
（
現
実
に
問
題
と
な
る
の
は
、
相
互
依
存
関
係
で
あ
る
が
）
、
そ
れ
を
探
す
べ

き
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
分
業
体
制
の
う
ち
に
あ
る
、
あ
る
い
は
も
っ
と
さ
か
上
る
と
す
れ
ば
、
私
有
財
産
体

制
の
う
ち
に
あ
る
。 

 

こ
の
場
合
、
こ
う
し
た
発
言
の
う
ち
に
は
何
か
考
え
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
貨
幣
経
済
が
支
配

し
て
い
る
社
会
で
観
察
さ
れ
る
現
象
は
そ
れ
と
は
別
の
社
会
で
観
察
さ
れ
る
現
象
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ

と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
現
象
が
貨
幣
経
済
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
ま

た
そ
の
関
係
は
因
果
関
係
で
あ
る
か
ど
う
か
、
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
の
誤
謬
は
よ
り
微
妙
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
見
か
け
の
上
で
は
正
し
い
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
我
々

は
貨
幣
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
観
念
連
合
に
よ
っ
て
、
貨
幣
が
登
場
す
る
経
済
組
織
、「
貨
幣
経
済
」
を
思

い
出
さ
せ
る
。
こ
の
貨
幣
経
済
は
諸
々
の
社
会
悪
に
つ
い
て
責
任
あ
り
と
主
張
さ
れ
、
働
く
人
間
を
生
産

手
段
か
ら
切
り
離
し
、
彼
ら
を
搾
取
す
る
こ
と
を
資
本
家
に
可
能
な
ら
し
め
た
と
さ
れ
る
。 

 

少
し
く
こ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
我
々
は
分
業
と
い
う
言
葉
に
余
り
に
限
定
的
す
ぎ
る
意
味
を
付
与

し
た
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
は
異
質
的
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
分
業
は
、
生
産
に
お
い

て
こ
の
異
質
的
な
諸
要
素
を
、
各
要
素
が

も
よ
く
果
た
し
う
る
役
割
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
。
と
こ
ろ
で
、
ほ
ん
の
少
し
観
察
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
人
が
節
約
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
同
じ
能
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
の
な
か
に
は
守
銭
奴
も
い
れ
ば
浪
費
家
も
お

り
、
こ
れ
ら
両
極
の
中
間
に
さ
ま
ざ
ま
の
水
準
が
あ
る
。
私
有
財
産
体
制
の
も
と
で
は
、
貯
蓄
を
活
用
す

る
こ
と
に
お
い
て

も
有
能
な
人
間
が
、
貯
蓄
を
つ
く
る
こ
と
に
お
い
て

も
有
能
な
人
間
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
き
る
で
あ
ろ
う
。
分
業
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
生
産

に
と
っ
て

も
適
切
な
位
置
を
占
め
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
、
す
べ
て
の
人
間
が
一
企
業
を
う
ま
く

管
理
す
る
に
必
要
な
資
質
を
同
程
度
に
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
有
財
産
体
制
の
も
と
で
は
、
大

量
の
生
産
手
段
を
所
有
す
る
人
間
が
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
う
え
に
お
い
て

も
有
能
な
人
間
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
諸
事
実
は
そ
れ
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

る
の
で
あ
る
。
経
済
科
学
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
の
か
を
我
々
に
説
明
す
る
。
そ
れ
は
別
の

一
科
学
が
、
我
々
が
太
陽
や
星
の
出
入
り
と
信
じ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
太
陽

が
毎
晩
海
に
沈
む
と
い
う
の
は
全
く
真
実
で
は
な
い
こ
と
を
我
々
に
説
明
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

（
２
） C

ours, §276. 

（
１
） 

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
資
本
．
．
Ｓ
で
あ
る
。 

  

229



 

分
業
の
利
益
を
保
持
し
、
し
か
も
あ
る
人
間
が
他
の
人
間
の
生
産
手
段
を
利
用
す
る
状
態
を
避
け
る
（
す

な
わ
ち
資
本
．
．
Ｓ
を
を
廃
止
す
る
）
こ
と
を
欲
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

解
決
の
一
つ
は
、
協
同
団
体
（des sociétés coopératives

）
を
生
産
全
体
に
拡
大
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
生
産
手
段
の
集
団
的
所
有
の
樹
立
、
つ
ま
り
生
産
手
段
の
「
社
会
化
」
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
組
織
は
「
貨
幣
経
済
」
と
完
全
に
両
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、

何
ら
か
の
種
類
の
貨
幣
を
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
使
用
し
な
い
配
分
機
構
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
生
産

手
段
の
集
団
的
所
有
は
分
業
と
共
存
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
貯
蓄
に
つ
い
て
は
、
貯
蓄
者
が
直
接
に

生
産
に
お
い
て
貯
蓄
を
使
う
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
、
貯
蓄
者
は
国
家
に
貯
蓄
を
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
彼
ら
は
専
売
制
下
の
商
品
生
産
者
に
類
似
し
た
状
況
に
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
い
く
つ

か
の
国
で
は
、
貴
方
は
タ
バ
コ
の
栽
培
を
許
さ
れ
る
が
、収
穫
物
は
政
府
に
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

協
同
団
体
も
、
生
産
手
段
の
社
会
化

．
．
．
も
、
生
産
手
段
と
、
そ
れ
を
用
い
る
人
間
と
の
分
離
を
な
く
す
こ

と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
を
見
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
集
団
的
所
有
の
一
部
と
私
有
所
有
と
を

同
一
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
言
葉
の
曖
昧
さ
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鉄
道
の
株
を
買
っ
て
い
る
一

個
人
は
鉄
道
の
集
団
的
所
有
者
の
う
ち
の
一
人
と
な
る
が
、
こ
の
所
有
は
、
彼
が
所
有
し
て
い
る
農
地
が

彼
に
抱
か
せ
る
感
情
を
、
彼
に
抱
か
せ
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
所
有
は
、
鉄
道

を
経
営
す
る
人
物
た
ち
の
要
求
す
る
煩
瑣
な
手
続
き
や
さ
ら
に
は
彼
ら
の
不
正
か
ら
彼
を
護
る
も
の
で
は

な
い
。
自
分
の
仕
事
の
た
め
に
は
、
自
分
が
株
を
も
っ
て
い
な
い
別
の
一
銀
行
を
利
用
す
る
、
銀
行
株
の

所
有
者
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
彼
ら
は
利
益
配
分
を
受
け
る
銀
行
の
方
針
と
そ
り
が
合
わ
な
い
か
ら

逆
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
あ
っ
て
は
、
裕
福
で
は
あ
る
が
平
凡
な
指
揮
能
力
し
か
も
た
な

い
人
間
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
貧
乏
で
は
あ
る
が
そ
の
よ
う
な
能
力
を
も
つ
人
間
に
と
っ
て
も
、
双
方
が

そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
生
産
手
段
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
相
互
的
利
益
が
存
在
す
る
。
社
会
一
般
に
と
っ
て

も
利
益
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
ほ
う
が
生
産
が
増
え
る
か
ら
で
あ
る
。
資
本
家

．
．
．
Ｓ
、
請
負
人
、

企
業
家
、
労
働
者
、
が
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
に
人
々
の
諸
能
力
の
あ
い
だ
に
は
無
限
の
差
異
が
存
在
す

る
。
そ
し
て
こ
の
諸
能
力
は
私
有
財
産
制
度
の
も
と
で
は
経
済
的
財
の
配
分
に
は
対
応
せ
ず
、
ま
た
対
応

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
を

大
限
利
用
す
る
た
め
に
は
、
生
産
に
お
い
て
人
間
を
そ
の
所
有

す
る
財
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
商
品
の

大
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
生
産
は
、
生
産
が
一
定
数
の
企
業
家
に
集
中
し
て
い
る
と
き
に
、
よ
り
容
易
に

な
り
費
用
が
か
か
ら
な
く
な
る
（
１
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
を
そ
の
所
有
か
ら
分
離
す
る
、
新
た
な
、
そ

し
て
き
わ
め
て
強
力
な
原
因
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
で
分
業
が
こ
の
よ
う
に
生
産
を
分
け
、
い
ろ
い
ろ
な
中

心
に
そ
れ
を
集
中
さ
せ
る
に
つ
れ
て
、
並
行
的
に
資
本
と
生
産
物
の
配
分
手
段
が
発
展
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
か
く
し
て
道
路
、
運
河
、
船
舶
等
の
輸
送
手
段
が
非
常
な
重
要
性
を
獲
得
し
、
各
種
の
工
業
団

体
や
商
業
団
体
の
よ
う
な
配
分
機
構
が
生
ま
れ
、
貨
幣
の
使
用
が
拡
大
す
る
。
し
か
し
金
属
貨
幣
は
経
済

的
財
の
配
分
を
実
行
す
る
に
つ
い
て
高
価
な
一
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て

も
文
明
的
な
諸
国
民
は
大
部
分
、

金
属
貨
幣
を
、
は
る
か
に
経
済
的
な
別
の
手
段
に
換
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
銀
行
振
替
や
手
形
等
の
方
法

で
あ
る
。
金
属
貨
幣
は
も
は
や
売
買
の
保
証
、
流
通
の
調
整
手
段
と
し
て
し
か
作
用
し
て
い
な
い
。 

（
１
） 

と
は
言
え
こ
の
集
中
が
無
制
限
に
有
利
で
あ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
一
般
に
各
企
業
分
野
に
つ
い
て
、
集
中

の
利
益
が

大
に
な
る
一
定
の
点
が
存
在
す
る
。Cours, §719. 
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通
俗
的
形
態
と
し
て
は
、
こ
の
考
え
方
は
バ
ス
テ
ィ
ア
に
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
主
題
を
提
供
し
た
（
１
）
。

彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
蓄
財
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
人
民
の
血
管
を
細
ら
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
お
偉
方
の
贅
沢
は
下
層
民
の
ゆ
と
り
を
つ
く
り
出
す
。
―
浪
費
家
は
自
ら
を
滅
ぼ
す
が
国
家
を
豊

か
に
す
る
。
―
貧
者
の
パ
ン
が
芽
ば
え
る
の
は
富
者
の
余
り
物
の
上
で
あ
る
。
」
類
似
の
形
と
し
て
、
気
前

の
良
い
浪
費
家
を
弁
護
す
る
弁
護
士
の
口
頭
弁
論
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
見
ら
れ
た
。
弁
護
士

は
恐
ら
く
、
弁
護
士
な
る
も
の
は
そ
の
依
頼
人
の
利
益
の
た
め
に
は
ま
と
も
な
理
屈
も
い
か
が
わ
し
い
理

屈
も
と
も
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
に
従
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
が
。

近
も
行
政
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
差
し
押
さ
え
に
同
じ
よ
う
な
考
え
方
が
見
ら
れ
た
（
２
）
。
経
済
科
学
に
つ
い
て
の
行
政

の
有
す
る
知
識
は
な
か
な
か
ど
う
し
て
、
広
く
大
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

貨
幣
は
富
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
そ
れ
は
流
通
す
る
際
に
消
費
さ
れ
な
い
。
僅
か
な
摩
耗
を
除
け
ば
、

貨
幣
は
つ
ね
に
同
じ
状
態
に
維
持
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
富
が
我
々
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
の
は
も
っ
ぱ

ら
「
流
通
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
そ
の
学
問
的
理
解
が
あ
り
、
他
方

で
そ
の
通
俗
的
な
理
解
が
あ
る
。
学
問
的
理
解
は
、
政
治
経
済
学
を
い
く
ら
か
か
じ
っ
て
い
る
多
く
の
著

作
家
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
そ
の

も
完
成
さ
れ
た
形
は
多
分
プ
ル
ー
ド
ン
が
そ
れ
に
付
与
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
形
を
真
に
巧
み
で
微
妙
な
詭
弁
に
お
い
て
展
開
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
例

に
つ
い
て
は
も
っ
と
先
で
見
る
で
あ
ろ
う
。 

 

も
し
貨
幣
が
富
で
あ
り
、
本
性
上
不
活
性
で
自
動
性
を
も
た
ず
、
不
稔
性
の
物
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
利

子
な
る
も
の
は
、
何
ら
客
観
的
な
経
済
関
係
に
基
礎
を
も
た
な
い
、
合
法
的
詐
取
に
す
ぎ
な
い
。Num

m
us 

non parit num
m

os. 

「
銅
や
金
の
産
物
、
不
毛
の
も
の
を
追
い
求
め
る
勿
れ
」
と
聖G

régoire de 
N

ysse 

は
言
う
（
１
）
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
表
明
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
場
合
に
は
、
こ
の
考
え
方
は
も
は
や
、

単
純
な
観
念
連
合
に
喚
起
さ
れ
て
、
絵
の
下
地
に
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ

て
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
我
々
は
、
利
子
の
理
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の

影
響
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
研
究
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

ア
ン
テ
レ

利
子
と
流
通
に
関
係
す
る
誤
謬
の
多
く
は
、
我
々
が
述
べ
た
貨
幣
の
本
性
に
つ
い
て
の
誤
れ
る
考
え
方

か
ら
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
演
繹
の
論
理
的
可
能
性
に
つ
い
て

我
々
は
一
つ
だ
け
述
べ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
実
際
こ
の
よ
う
な
演
繹
的
誤
謬
は
、
し
ば
し
ば
固
有
の
独
立
的

存
在
性
を
有
し
て
お
り
、
理
性
の
欲
求
よ
り
も
む
し
ろ
感
情
の
欲
求
に
応
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

す
べ
て
じ
う
し
た
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
ら
の
解
決
は
も

っ
ぱ
ら
貨
幣
経
済
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。 

（
２
） 

シ
ャ
ト
ー
・
テ
ィ
エ
リ
ー
の
裁
判
所
の
裁
判
長
は
、
浪
費
家
へ
の
法
的
忠
告
を
与
え
て
い
る
法
規
定
を
自
ら
の
権

限
に
よ
っ
て
廃
棄
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
差
押
さ
え
を
次
の
よ
う
な
前
文
で
も
っ
て
彩
っ
て
い
る
。
「
一
般
の
幸
福

の
た
め
に
は
、
資
本
が
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
相
当
な
量
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
じ
手
に
集
中
さ
れ
ず
、
固
定
さ
れ

（
１
） Sophism

es Econom
iques ; Epargne et Luxe. 

（
１
） Cours, §430, note. 

そ
う
す
る
の
で
あ
る
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し
か
し
今
日
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
文
明
諸
国
民
に
あ
っ
て
は
、
財
産
の
安
全
の
お
か
げ
で
、
個
々
人

に
よ
る
蓄
蔵
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
例
外
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て

 

貨
幣
流
通
に
関
す
る
誤
謬
で
、
過
去
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
大
目
に
見
る
こ
と
を
許
す
事
情
は
、
昔
は

貴
金
属
を
貯
め
込
む
守
銭
奴
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
実
際
、
貴
金
属
ば
か
り
で
な
く
、
何
ら

か
の
経
済
的
財
を
蓄
蔵
す
る
人
々
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
人
々
は
、
そ
れ
と
と
も
に
彼
ら
を

含
む
社
会
は
、
そ
う
し
た
財
が
生
産
に
用
い
ら
れ
た
な
ら
ば
提
供
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
生
産
物
を
失
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
誤
謬
の
普
及
は
、
人
々
の
意
見
形
成
に
お
い
て
理
性
が
占
め
る
割
合
が
き
わ
め
て
小
さ
い

こ
と
の
新
た
な
証
明
で
あ
る
。
気
前
の
よ
い
依
頼
人
を
弁
護
す
る
た
め
に
詭
弁
に
訴
え
る
弁
護
士
の
場
合

の
よ
う
な
、
問
題
に
関
係
の
な
い
場
合
は
措
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
固
有
に
有
し
う
る
論
理
的
実

験
的
価
値
の
検
証
に
限
定
す
れ
ば
、
少
し
考
え
た
だ
け
で
も
誤
謬
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
十
分
で
あ
る
。

も
し
人
々
が
自
ら
の
欲
求
と
楽
し
み
の
た
め
に
彼
ら
が
生
産
し
た
も
の
を
す
べ
て
つ
ね
に
消
費
し
た
と
す

る
な
ら
ば
、
文
明
は
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
人
々
は
野
生
動
物
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
状
態
で
生
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
土
地
の
開
墾
と
耕
作
、
武
器
と
道
具
の
製
造
、
船
舶
お
よ
び
航
海
に

必
要
な
も
の
の
生
産
、
そ
し
て
動
物
の
家
畜
化
さ
え
、
貯
蓄
の
形
成
と
存
在
を
前
提
し
て
い
る
。
文
明
が

進
歩
す
る
に
つ
れ
て
、
文
明
が
必
要
と
す
る
貯
蓄
の
量
は
増
大
す
る
。
文
明
と
貯
蓄
は
、
我
々
に
は
分
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
量
の
貯
蓄
な
し
に
は
、
近
代
諸
国
民
は
道
路
も
運
河
も
鉄

道
も
船
舶
も
工
場
も
、
そ
し
て
排
水
設
備
を
も
ち
土
地
改
良
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
改
善
さ
れ
た
農
地

も
持
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

ず
、
迅
速
な
流
通
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
。
こ
の
こ
と
が
現
在
、

大
多
数
者
を
公

共
財
産
に
関
与
せ
し
め
、
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
一
人
の
人
物
の
利
益
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
大
衆
へ
の
回
帰
を

容
易
な
ら
し
め
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
。
法
的
忠
告
が
、
全
く
あ
さ
ま
し
い
耐
乏
生
活
を
し
て
い
る

吝
嗇
家
に
も
、
さ
ら
に
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
集
団
が
自
ら
の
労
働
あ
る
い
は
稼
業
に

よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
そ
の
構
成
員
の
た
め
に
、
資
本
等
の
せ
め
て
正
常
な
流
通
か
ら
権
利
と
し
て
必
然
的
に
期

待
し
て
よ
い
幸
福
を
、
そ
の
人
間
集
団
か
ら
奪
う
吝
嗇
家
に
も
、
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
鑑
み
。
」 

あ
る
「
吝
嗇
家
」
が
企
業
の
株
式
を
引
き
受
け
て
、
そ
の
「
資
本
」
を
鉄
道
を
建
設
さ
せ
る
た
め
に
、
運
河
を
開

鑿
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
工
場
を
建
設
さ
せ
る
た
め
、
等
に
用
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
農
業
を
改
善
す
る
た

め
に
用
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
国
家
に
貸
付
け
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
資
本
」
は
流
通
し
て
い
る
と

は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
が
「
流
通
し
て
い
る
」
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
、
浮
か
れ
騒
ぐ
こ
と
に
費
す
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
。 

一
九
〇
一
年
九
月
二
一
日
付
の
『
デ
バ
』
（D

ébats
）
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
吝
嗇
家
に
法
的
忠
告
を
発
す
る
こ

と
に
な
っ
た
、
こ
の
新
た
な
判
決
を
愉
快
そ
う
に
か
ら
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
恐
ら
く
人
が
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
語
る
場
合
の
唯
一
可
能
な
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
吝
嗇
家
へ
の
忠
告
は
、「

も
確
実
か
つ
強
力
な
や
り

方
で
、
そ
の
該
当
者
が
ま
ず
は
そ
の
収
入
を
、
そ
し
て
や
が
て
は
資
本
を
も
消
尽
す
る
よ
う
に
も
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
忠
告
は
、
該
当
者
に
賭
博
の
習
慣
と
趣
味
を
伝
授
す
る
で
あ
ろ
う
。
忠
告
は
該
当

者
を
資
本
の
賭
博
場
の
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
へ
案
内
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
忠
告
は

後
に
は
、
こ
れ
が
決
し
て
易
し

い
仕
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
美
し
い
ド
レ
ス
や
宝
石
を
自
分
の
た
め
に
作
ら
せ
る
愛
す
べ
き
人
々
の
な
か
か

ら
、
吝
嗇
家
の
宝
庫
を
雲
散
霧
消
さ
せ
る
の
に

大
の
適
性
を
証
明
し
た
人
々
を
発
見
す
る
こ
と
に
専
心
す
る
で

あ
ろ
う
。
…
」 
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今
日
、
吝
嗇
家
あ
る
い
は
一
般
に
富
裕
な
人
々
が
金
あ
る
い
は
何
ら
か
の
貨
幣
を
蓄
積
し
、
そ
れ
ら
を
流

通
か
ら
引
き
上
げ
て
い
る
と
考
え
る
た
め
に
は
、
経
済
現
象
に
つ
い
て

低
限
の
、

も
迂
遠
な
知
識
も

持
た
ず
に
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
経
済
現
象
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
盲
人
が
色
彩
に
つ
い
て
語
る
が

ご
と
く
に
語
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

第
一
部 

完 
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