
 

第
二
部 

 

第
九
章
の(
２) 

選
択
は
二
重
の
目
的
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
各
人
を

大
の
適
所
に
置
き
、
能
力
に
乏
し
い
者
を
排
除
す
る
こ
と
―
社
会 

の
中
に
は
二
つ
の
傾
向
が
存
在
す
る
、
正
義
の
感
情
と
憐
憫
の
感
情
に
対
応
す
る
二
つ
の
傾
向
―
不
適
応
分
子
を
除
去
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
―
劣
等
分
子
の
除
去
―
選
抜
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
直
接
的
選
抜
は
不
可
能
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
あ
る
―
間
接
的
選
抜
―
古
代
刑
罰
法
規
―
種
族
に
と
っ
て
は
、
有
害
な
影
響
に
抵
抗
す
る
固
有
の
資
質
を
獲
得

す
る
ほ
う
が
、
そ
う
し
た
影
響
を
人
為
的
に
回
避
す
る
よ
り
も
よ
い
―
階
級
に
よ
っ
て
異
な
る
出
生
率
と
死
亡
率
の
、
選
抜

と
の
関
係
―
不
適
応
者
が
害
を
与
え
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
方
法
―
こ
の
問
題
に
つ
い
て
人
々
が
抱
く
幻
想
―
人
道
主
義
的
な

感
情
の
欠
如
は
そ
の
過
剰
と
同
じ
く
ら
い
有
害
で
あ
ろ
う
―
選
抜
の
問
題
は
現
実
に
は
い
か
に
措
定
さ
れ
る
か
―
心
情
的
解

決
―
フ
ー
リ
エ
は
不
適
応
者
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
―
他
の
改
革
者
の
大
多
数
は
不
適
応
者
を
正
常
の
状
態
に
も
ど
す
こ
と

を
希
望
す
る
―
こ
れ
ら
改
革
者
た
ち
の
教
義
の
公
教
的
観
点
と
秘
教
的
観
点
―
種
畜
の
選
抜
―
動
物
の
繁
殖
に
向
け
ら
れ
た

配
慮
と
、
人
間
の
再
生
産
の
場
合
に
生
じ
た
不
注
意
と
の
、
太
古
か
ら
の
比
較
―
種
畜
の
選
抜
の
た
め
の
計
画
―O

neida

の

経
験
―
外
的
強
制
的
方
法
の
無
効
果
性
―
た
だ
、
道
徳
的
感
情
の
発
展
は
効
果
的
で
あ
る
―
進
化
が
到
達
し
た
富
の
配
分
様

式
―
改
革
者
た
ち
の
教
義
を
科
学
的
に
す
る
条
件
―
生
産
と
釣
合
っ
た
配
分
―
配
分
の
公
式
―
曖
昧
か
つ
心
情
的
な
公
式
―

欲
求
．
．
と
功
績
．
．
―
こ
れ
ら
の
公
式
は
配
分
の
主
要
問
題
を
解
決
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
―
―
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義

者
の
公
式 

 

第
十
二
章 

科
学
的
体
系 

孤
立
状
態
―
自
由
な
土
地
―
土
地
国
有
化
―
自
治
体
社
会
主
義 

 

テ
ュ
ー
ネ
ン
（Thünen

）
の
理
論
―
自
由
な
土
地
―
政
治
経
済
学
に
お
け
る
多
数
の
誤
謬
の
原
因
―
経
済
的
均
衡
の
一
般
的

条
件
―
こ
の
諸
条
件
を
総
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
人
は
い
か
に
し
て
誤
謬
に
陥
る
か
―
人
は
、
他
の
価
格

や
未
知
量
か
ら
切
り
離
し
て
利
子

ア
ン
テ
レ

を
決
定
で
き
る
と
考
え
る
―
生
産
原
価

コ
ス
ト

の
理
論
に
お
け
る
類
似
的
誤
謬
―
賃
金
の
本
質

．
．
．
．
．

（fond des salaires

）
の
理
論
に
お
け
る
―
資
本
と
労
働
と
に
お
け
る
生
産
物
の
配
分
の
研
究
に
お
け
る
―
価
格
の
限
界
の

研
究
に
お
け
る
―
給
与
の
限
界
の
研
究
に
お
け
る
―
こ
の

後
の
理
論
に
固
有
の
誤
謬
―
そ
の
理
論
は
考
慮
さ
れ
る
資
本
の

数
が
限
定
さ
れ
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
ま
ち
が
っ
た
も
の
と
な
る
―
不
動
産
資
本
の
欠
陥
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
社
会
の
不

都
合
―
土
地
の
国
有
化

．
．
．
―
自
治
体
社
会
主
義
（socialism
e m

unicipal

）
、
そ
れ
の
象
徴
す
る
も
の
―
あ
る
種
の
共
同
企
業

（entreprises collectives

）
は
い
か
に
し
て
良
い
結
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
―
共
同
企
業
の
統
御
に
お
い
て
実
現

さ
る
べ
き
進
歩 

 

第
十
三
章 

科
学
的
体
系 

 
 
 

マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学 

マ
ル
ク
ス
の
業
績
、
そ
の
通
俗
的
解
釈
と
学
問
的
解
釈
―
『
資
本
論
』
の
解
釈
―
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
主
要
な
特
徴
は
昔
の

経
済
学
者
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
―
マ
ル
ク
ス
は
し
ば
し
ば
同
一
の
問
題
を
相
矛
盾
す
る
局
面
の
も
と
に
呈
示
す
る

―
彼
が
、
貨
幣
を
生
み
出
す
循
環
を
呈
示
す
る
二
つ
の
局
面
―
考
え
ら
れ
う
る
矛
盾
の
理
由
―
マ
ル
ク
ス
の
定
式
に
お
け
る

真
実
の
も
の
―
価
値
理
論
と
そ
の
矛
盾
―
価
値
．
．
と
い
う
用
語
の
意
味
の
揺
動
―
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
価
値
論
の
欠
陥
の
根
源

―
証
明
の
中
で
用
い
ら
れ
る
消
去
法
―
新
た
な
矛
盾
―
可
変
資
本
、
労
働
搾
取
の
程
度
及
び
利
益
率
―
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
理

論
の
邪
魔
に
な
る
事
情
や
相
違
を
除
去
す
る
た
め
に
広
く
用
い
る
平
均
と
い
う
方
法
―
そ
の
方
法
が
も
た
ら
す
誤
謬
―
あ
ら

1



 

ゆ
る
資
本
が
同
じ
平
均
的
構
成
を
取
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
―
解
釈
の
逸
脱
―
マ
ル
ク
ス
が
認
め
説

明
す
る
利
益
率
（
利
子
）
の
低
さ
―
こ
の
理
論
の
誤
謬
―
平
均
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
誤
謬
に
陥
ら
な
い
た
め
に
必
要
な
注

意
―
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
し
て
そ
れ
を
無
視
す
る
か
―
結
晶
化
し
た
労
働
と
価
値
―
こ
の
理
論
の
用
語
は
現
実
の
事
態
に
対

応
せ
ず
、
事
実
は
こ
の
理
論
に
反
駁
す
る
―
「
高
等
労
働
」
の
評
価
に
お
け
る
同
語
反
復
―
「
金
貨
あ
る
い
は
銀
貨
を
産
み

出
す
通
常
の
労
働
」
と
い
う
の
は
意
味
を
も
た
な
い
―
価
値
に
対
す
る
資
本
の
影
響
を
除
外
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
平
均

―
生
産
係
数
の
技
術
的
可
変
性
と
経
済
的
可
変
性
―
マ
ル
ク
ス
は
技
術
的
可
変
性
の
み
を
考
察
す
る
―
こ
の
方
法
の
結
果
と

し
て
の
誤
謬
―
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
理
論
の
通
俗
的
解
釈
―
そ
の
理
論
の
柱
石
は
価
値
の
理
論
で
あ
る
―
資
本
家
に
よ
る
労

働
者
の
搾
取
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
か
―
剰
余
価
値
の
理
論
の
奇
妙
な
帰
結
―
食
料
品
の
直
接
貸
付
と
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

学
に
お
け
る
摩
耗
―
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
理
論
に
お
け
る
誤
謬
は
集
産
主
義
の
教
義
の
誤
り
を
何
ら
意
味
し
な
い
―
客
観
的

観
点
か
ら
見
た
マ
ル
ク
ス
の
理
論
―
現
代
の
変
化
に
対
す
る
そ
の
影
響 

 

第
十
四
章 

史
的
唯
物
論
と
階
級
闘
争 

史
的
唯
物
論
の
通
俗
的
解
釈
と
科
学
的
解
釈
―
通
俗
的
解
釈
は
誤
っ
た
考
え
方
に
導
く
―
社
会
現
象
全
体
を
「
結
局
の
と
こ

ろ
」
規
定
す
る
の
は
経
済
条
件
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
検
証
―
通
俗
的
解
釈
の
目
的
―
マ
ル
ク
ス
は
通
俗
的
解
釈
の
考
え
方

に
無
縁
で
は
な
い
―
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
を
種
族
に
依
存
さ
せ
る
理
論
―
史
的
唯
物
論
の
学
問
的
解
釈
―
Ｂ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ

と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
の
思
想
―
歴
史
的
決
定
論
―
歴
史
か
ら
追
放
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
歴
史
的
事
実

は
人
々
を
導
く
で
あ
ろ
う
な
ん
ら
か
の
思
想
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
―
歴
史
的
決
定
論
は
他
の
教
義
よ

り
も
社
会
主
義
に
と
っ
て
有
利
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
―
階
級
闘
争
―
階
級
闘
争
と
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
―
心
情
的

社
会
主
義
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
優
れ
た
観
察
―
倫
理
的
社
会
主
義
者
は
彼
ら
が
他
の
党
派
の
道
具
で
あ
る
限
り
に
お
い

て
の
み
重
要
性
を
も
つ
―
権
力
に
就
い
て
い
る
階
級
は
階
級
闘
争
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
利
益
を
有
す
る
―
こ
の
武
器

は
そ
れ
を
使
用
し
た
者
た
ち
に
い
か
に
し
て
向
け
直
さ
れ
る
か
―
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

．
．
．
．
．
．
と
人
道
主
義

．
．
．
．
に
対
す
る
Ｇ
・
ソ
レ
ル
の
批

判
―
階
級
闘
争
の
通
俗
的
解
釈
と
学
問
的
解
釈
―
通
俗
的
解
釈
は
現
象
を
単
純
化
し
、
二
つ
の
階
級
し
か
見
な
い
―
こ
の
解

釈
に
対
し
て
な
さ
れ
る
、
価
値
の
な
い
反
論
―
学
問
的
解
釈
は
現
実
に
接
近
す
る
―
経
済
的
有
機
体
間
の
競
争
と
選
抜
に
対

す
る
そ
れ
の
影
響
―
も
し
選
抜
を
除
外
す
る
な
ら
ば
、
経
済
的
有
機
体
の
繁
栄
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
別
の
選
抜
様
式
を

発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
階
級
闘
争
の
存
在
と
そ
の
諸
形
式
―
こ
の
形
式
の
進
化
―
社
会
主
義
者
の
不
寛
容
―
彼
ら
の

不
寛
容
と
過
去
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
不
寛
容
と
の
類
似
―
階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
楽
観
主
義
派
の
誤
謬
―
自
由
主
義
派

の
立
場
―
こ
の
立
場
は
い
く
つ
か
の
点
で
い
か
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
接
近
す
る
か
―
階
級
闘
争
が
よ
り
非
暴
力
的
に
な
る
こ
と

を
妨
げ
る
障
碍
―
階
級
闘
争
の
複
雑
化
と
拡
大
―
組
合
所
属
労
働
者
と
非
組
合
員
労
働
者
―
現
象
の
主
観
的
検
討
と
客
観
的

検
討
―
組
合
員
労
働
者
は
一
種
の
エ
リ
ー
ト
を
体
現
す
る
―
ト
レ
ー
ド

．
．
．
．
・
ユ
ニ
オ
ン

．
．
．
．
―
階
級
闘
争
が
生
ず
る
国
々
が
享
受
す

る
自
由
の
水
準
に
よ
る
階
級
闘
争
の
変
遷
―
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
展
開
―
こ
の
問
題
に
つ
い
て
措
定
さ
れ
る
課
題
―
政
府
に

よ
る
庇
護
は
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
を
い
か
に
衰
弱
さ
せ
退
化
さ
せ
る
か
―
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
は
、

そ
の
地
位
を
防
御
で
き
る
状
態
に
あ
る
と
き
に
の
み
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
―
ト
レ
ー
ド
・
ユ
ニ
オ
ン
と
ト
ラ
ス

ト
は
善
と
悪
と
の
一
混
合
物
を
呈
示
す
る
―
非
妥
協
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
妥
協
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
―
彼
ら
の
対
立
紛
争

は
社
会
主
義
の
成
功
の
確
率
を
少
し
も
減
少
さ
せ
な
い
―
社
会
主
義
に
対
す
る
敵
対
者
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
幻
想
―
労
働

と
資
本
と
の
紛
争
は
階
級
闘
争
の
諸
形
態
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
―
階
級
闘
争
は
生
と
幸
福
の
た
め
の
一
闘
争
形
態
に

ほ
か
な
ら
な
い
―
闘
争
形
態
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
内
容
は
存
続
す
る
で
あ
ろ
う 
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社
会
主
義
体
系
第
二
部 

第
八
章 
形
而
上
学
的
・
共
産
主
義
的
体
系 

 

プ
ラ
ト
ン
―
彼
の
目
的
は
都
市
国
家
を
あ
る
理
念
に
従
っ
て
構
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

大
多
数
の
人
々
に

大
の
幸
福

を
供
給
す
る
こ
と
で
は
な
い
―
彼
の
論
証
の
、
科
学
的
観
点
か
ら
見
た

大
の
欠
陥
―
彼
の
構
想
の
成
功
の
原
因
―
『
共
和

国
』
の
組
織
は
貴
族
主
義
的
で
あ
る
―
彼
は
経
済
学
的
部
分
に
は
僅
か
し
か
関
心
を
払
わ
な
い
―
彼
は
自
ら
の
理
念
が
実
現

可
能
で
あ
る
と
何
故
に
信
じ
る
の
か
―
プ
ラ
ト
ン
と
同
時
代
の
人
民
社
会
主
義
―
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
女
の
集
会
』
―

プ
ラ
ト
ン
の
法
律
．
．
―
プ
ラ
ト
ン
は
人
口
を
あ
る
限
度
内
に
保
つ
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
―
彼
は
金
銀
の
う
ち
に
諸
悪
の
根
元

を
見
て
い
る
―
彼
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
問
題
は
、
経
済
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
道
徳
的
問
題
で
あ
る
―
プ
ラ
ト
ン
の
理

論
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
批
判
―
富
お
よ
び
女
性
の
共
有
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
―
彼
の
論
証
の
形
而

上
学
的
部
分
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
別
の
社
会
主
義
体
系
―
プ
ラ
ト
ン
派
哲
学
者
が
さ
ら
さ
れ
た
反
論

―
プ
ロ
テ
ィ
ヌ
ス
（Plotin

）
と
『
プ
ラ
ト
ン
の
都
』
―
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
と
『
太
陽
の
都
』
―
彼
は
プ
ラ
ト
ン
を
模
写
し
て

い
る
―
一
八
世
紀
末
の
自
然
．
．
の
宗
教
―
重
農
主
義
者

．
．
．
．
．
―
マ
ブ
リ
ー
（M

ably
）
―
ド
ル
バ
ッ
ク
の
『
自
然
の
体
系
』
―
ル
ソ

ー
―Linguet

とB
rissot de W

arville

―
財
産
と
は
自
然
に
お
け
る
盗
み
で
あ
る
―
あ
る
種
の
社
会
制
度
は
諸
悪
の
根
源

で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
―
コ
ン
ド
ル
セ
―
進
歩
．
．
の
宗
教
―
ス
パ
ル
タ
、
ロ
ー
マ
、
中
国
、
未
開
人
に
つ
い
て
の
誤
れ
る
観
念

―
ラ
フ
ァ
ル
グ
氏
―
社
会
は
「
自
然
状
態

．
．
．
．
」
を
破
壊
し
た
―
一
八
世
紀
の
著
作
家
た
ち
は
経
済
組
織
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
組

織
に
関
心
を
向
け
る
―
モ
レ
リ
ー
―
デ
ィ
ド
ロ
―
一
八
世
紀
の
改
革
家
の
教
義
の
影
響
は
上
流
階
級
の
外
に
は
ほ
と
ん
ど
及

ん
で
い
な
い
―
彼
ら
の
教
義
は
、
新
し
い
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
、
権
力
を
奪
取
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
―
新
し
い
エ
リ
ー

ト
の
実
現
さ
れ
え
な
い
約
束
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
失
望
―
バ
ブ
ー
フ
の
陰
謀 

  

プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
国
家
思
想
を
表
明
し
た
の
は
主
に
『
共
和
国
』
及
び
『
法
律
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
著
作
は
現
代
の
社
会
主
義
者
の
二
つ
の
綱
領
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
未
来

の
綱
領
と
、
当
面
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る

小
限
綱
領
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の

著
作
の
他
に
、『
政
治
学
』
お
よ
び
他
の
対
話
集
の
中
の
多
く
の
文
章
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

社
会
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
方
は
い
つ
の
時
代
に
も
賞
讃
者
を
得
て
き
た
。
同
じ
よ
う
な
考
え

方
は
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
大
部
分
の
中
に
も
見
ら
れ
、
今
日
連
帯
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
美
文
の
多

く
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
方
の
成
功
は
何
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
論
理
に
よ
る
の
で
も
、
観
察
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
事
実
を
観
念
に

連
結
す
る
作
業
の
優
秀
さ
に
よ
る
の
で
も
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
ほ

ど
お
粗
末
な
も
の
は
な
い
。
人
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
先
入
観
に
よ
っ
て
、
論
理
に
反
し
て
、
ま
た

良
の
科
学
的
観
察
に
も
と
づ
く
法
則
に
反
し
て
推
論
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
人
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
に
よ
る
批
判
を
ひ
ど
す
ぎ
る
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

 

（
１
） C

ité par Sudre, H
ist. du com

m
., p.467.

「
こ
の
本
（
『
共
和
国
』
）
の
異
様
さ
、
他
愛
な
さ
、
そ
し
て
理
解
不

能
の
特
殊
用
語
が
も
た
ら
し
た
疲
労
に
打
ち
勝
っ
て
も
な
お
私
は
、
何
故
に
世
界
中
が
こ
れ
ほ
ど
意
味
の
な
い
駄
弁

に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
評
価
を
維
持
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
き
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
そ
の

本
を
閉
じ
た
。
…
そ
の
曖
昧
な
精
神
は
対
象
を
霞
に
か
け
、
そ
の
霞
の
た
め
に
対
象
は
半
分
し
か
見
え
ず
、
そ
の
大

き
さ
も
形
状
も
精
確
に
は
分
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
早
く
か
ら
彼
を
忘
却
せ
し
め
た
は
ず
の
も
の
が
、
ま

3



 

さ
に
こ
の
よ
う
な
名
声
と
畏
怖
の
念
の
不
滅
性
と
を
彼
に
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
」 

  

対
話
篇
『
共
和
国
』
の
目
的
は
国
家
構
成
の
研
究
で
は
な
い
。
国
家
構
成
の
研
究
は
付
随
的
に
あ
ら
わ

れ
る
だ
け
で
あ
る
。
問
題
は
正
義
、
不
正
義
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
正
義
で
あ
る

ほ
う
が
よ
い
の
か
、
不
正
義
で
あ
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
、
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
社
会
に
専

念
す
る
の
は
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「

シ
テ

都
市
国
家
は
一
人
の
人
間
よ
り
も
大
き
い
」

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
を
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
正
義
は
社
会
の
中
で
は
多
分
よ
り
大

き
な
規
模
で
見
出
さ
れ
、
よ
り
容
易
に
観
察
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
」
こ
の
考
え
は
既
に
し
て
か
な
り

突
飛
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
現
方
法
は
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
中
に
こ
の
「
正

義
」
を
発
見
す
る
た
め
に
少
な
く
と
も
現
存
の
諸
社
会
を
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
は
完
璧
な

一
都
市
国
家
を
想
像
す
る
。
次
に
彼
は
そ
の
都
市
国
家
が
完
璧
な
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
れ
は
あ
ら
ゆ

る
徳
、
す
な
わ
ち
、
賢
明
さ
、
力
、
節
度
、
正
義
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
彼
は
消
去

法
で
事
を
進
め
、
こ
れ
ら
の
徳
の
う
ち

初
の
三
つ
が
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
か
を
多
少
と
も
精
確
に
確
定

し
、
そ
し
て
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
に

後
の
も
の
、
つ
ま
り
正
義
が
見
出
さ
れ
る

に
違
い
な
い
と
言
明
す
る
（
２
）
。
そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ン
は
純
粋
に
彼
の
想
像
の
産
物
の
中
に
「
正
義
」
を
探

求
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
作
り
上
げ
た
も
の
の
中
に
存
在
す
る
に
ち
が
い
な
い

．
．
．
．
．
一
定
数
の
徳
を
恣

意
的
に
決
定
し
、
空
想
的
で
漠
然
と
し
て
曖
昧
な
こ
の
よ
う
な
与
件
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
幾
何
学
的
な

方
法
と
厳
密
さ
で
推
論
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
彼
が
完
全
な
国
家
と
は
何
か
を
決
定
す
る
た
め
に
用
い

る
推
論
は

良
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
問
い
に
よ
っ
て
問
い
を
解
く
。
自
分
の
気
に
入
る
も
の
を
想
像

し
た
後
で
彼
は
、
「
真
の
健
全
な
都
市
国
家
と
は
い
ま
叙
述
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
明
す
る
。 

 

（
１
） Civit., p.368-369 

（
■
ギ
リ
シ
ア
語
二
行
■
） 

（
２
） 

消
去
法
に
よ
る
こ
の
や
り
方
は
、
価
値
は
「
結
晶
化
し
た
労
働
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
マ
ル
ク

ス
が
用
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
第
十
四
章
及
び
第
九
章(

■
原
文p.108

■)

参
照
。 

  

プ
ラ
ト
ン
の
考
え
方
の
成
功
は
、
そ
れ
が
観
念
連
合
に
よ
っ
て
喚
起
す
る
感
情
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

群
衆
と
い
う
も
の
は
美
徳
の
感
情
の
顕
示
を
大
い
に
愛
好
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
衆
劇
に
対
し
て

彼
ら
を
熱
狂
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
『
共
和
国
』
の
中
心
的
構
想
は
徳
の
国
家
の
創
造
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

正
義
と
宥
和
と
が
支
配
し
、
個
別
利
益
が
一
般
利
益
に
従
属
す
る
、
す
な
わ
ち
現
今
流
行
の
言
葉
で
言
え

ば
連
帯
が
完
全
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
漠
然
た
る
駄
弁
は
一
般
の
好
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
困
難
は

そ
れ
を
明
確
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
生
ず
る
。 

 

プ
ラ
ト
ン
の
目
的
は
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
、

大
多
数
者
の
幸
福
で
は
な
い
。
彼
の
体
系
が
近

代
の
社
会
主
義
体
系
の
大
部
分
と
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
直
接
に
目
ざ
さ
れ
て
い
る

目
的
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
全
な
一
国
家
の
樹
立
で
あ
る
。
こ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
々

の
幸
福
も
、
た
だ
賢
者
の
み
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
ゆ
え
に
、
間
接
的
に
獲
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

『
共
和
国
』
の
組
織
は
貴
族
主
義
的
で
あ
る
。

も
優
良
で
有
能
な
人
間
が
よ
り
劣
等
で
無
能
な
人
間

を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
話
篇
『
共
和
国
』
は
重
要
な
説
明
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン

は
家
族
、
都
市
、
国
家
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
一
様
に
そ
れ
ら
を
統
治
す
る
た
め
の
方

法
を
教
え
る
一
学
問
が
存
在
す
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
学
問
は

エ
コ
ノ
ミ
ー
ク

家
政
学
的
と
も

ポ
リ
テ
ィ
ー
ク

政
治
的
と
も
、

4



 

あ
る
い
は

ロ
ワ
イ
ヤ
ル

王
道
的
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
彼
は
言
う
。
こ
の
学
問
を
有
す
る
者
は
、
大
官
で
あ
れ

一
個
人
で
あ
れ
、
ま
さ
し
く
「

ロ
ワ
イ
ヤ
ル

王
者
的
な
」
資
質
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
学

問
を
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
を
列
挙
す
る
。
ま
ず
は
奴
隷
、
次
い
で
労
働
者
、
商
人
、
金
貸
し
、

伝
令
使
、
裁
判
所
書
記
、
等
で
あ
る
（p.289-290

）
。
彼
は
統
治
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
を
検
討
し
、
王
道

の
学
問
は
、
少
数
者
の
な
か
に
も
多
数
者
の
な
か
に
も
、
自
由
な
同
意
の
な
か
に
も
強
制
の
な
か
に
も
、

貧
困
の
な
か
に
も
富
の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、サ

ヴ
ォ
ワ
ー
ル

知

の
な
か
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

言
う
。
彼
は
市
民
の
大
部
分
が
こ
の
よ
う
な
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
人
間
が
存
在

す
る
こ
と
に
大
い
に
驚
く
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
と
そ
の
弟
子
た
ち
も
同
じ
驚
き
を
感
じ
、
既
に
プ

ラ
ト
ン
が
挙
げ
て
い
る
医
者
の
例
を
引
い
て
い
る
。 

 

『
共
和
国
』
の
な
か
で
は
家
政
学
的
部
分
は
あ
ま
り
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
な
い
。
市
民
た
ち
は
そ

の
財
産
に
よ
っ
て
養
え
る
以
上
の
子
供
は
も
た
ず
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貧
困
と
戦
争
を
避
け
る
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
ら
は
自
分
の
土
地
の
産
物
を
消
費
し
、
交
換
は
僅
か
に
し
て
、
質
素
に
生
活
す
る
で

あ
ろ
う
。
彼
ら
は
三
つ
の
部
類

ク

ラ

ス

に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
官
、
戦
士
、
耕
作
者
及
び
職
人
、
で
あ
る
。

自
然
の
性
向
と
適
切
な
教
育
に
よ
っ
て
前
二
者
と

後
の
も
の
と
は
分
か
た
れ
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
既

に
我
々
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
選
択
の
難
し
さ
は
全
く
不
十
分
に
し
か
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
戦
士

た
ち
は
自
分
の
所
有
物
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
婦
人
さ
え
共
有
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
報
酬
は
た
だ
食
べ

物
だ
け
で
あ
り
、
賃
金
は
全
く
な
い
。
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
二
つ
の
反
論
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

一
．
武
装
勢
力
で
あ
る
彼
ら
が
、
市
民
を
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
市
民
を
虐
げ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
か
。 

 

二
．
彼
ら
の
境
遇
は
あ
ま
り
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
境
遇

を
変
え
る
か
ど
う
か
は
彼
ら
自
身
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
た
わ
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
市
民
に
対
し
て
暴
政
を
敷
こ
う
と
す
る
の

を
予
防
す
る
た
め
に
は
戦
士
た
ち
に
授
け
ら
れ
る
優
れ
た
教
育
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
自
分
の
も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
る
も
の
は
何
も
な
い
の
で
、
他
人
の
財
産
を
欲

す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
戦
士
た
ち
の
幸
福
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

プ
ラ
ト
ン
は
、
彼
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
彼
ら
を
幸
福
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
完
全
な
都
市
国
家
を

作
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
と
答
え
る
。 

 

人
は
も
は
や
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
似
た

よ
う
な
考
え
方
は
近
代
の
改
革
者
た
ち
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る
。
も
し
教
育
に
よ
っ
て
人
々
の

ナ
チ
ュ
ー
ル

性
質
と

カ
ラ
ク
ユ
ー
ル

性
格

を
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
人
は
空
想
を
恣
に
し
、
ど
の
よ
う
な
社
会
組
織

で
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
よ
う
な
教
育
の
奇
蹟
的
効
果
を
肯
定
し
、
実
験
的
証

明
は
何
も
示
さ
な
い
。
自
分
の
も
の
と
し
て
所
有
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
戦
士
た
ち
が

そ
の
よ
う
な
事
態
を
変
え
よ
う
と
願
う
の
を
妨
げ
、
他
人
の
財
産
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
願
う
の
を

妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
は
全
く
分
ら
な
い
。
逆
に
少
し
観
察
す
れ
ば
分
る
こ
と
で
あ

る
が
、
人
間
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
自
分
が
も
っ
て
い
な
い
も
の
を
欲
し
が
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

武
装
し
て
お
り
、
容
易
に
自
ら
の
意
思
を
強
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
、
都
市
国
家
の
創
設
者
が
目

的
と
し
て
い
た
の
は
、
戦
士
た
ち
の
物
質
的
幸
福
で
は
な
く
、
完
全
な
る
都
市
国
家
と
い
う
一
種
の
抽
象

で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
考
察
に
よ
っ
て
引
き
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
士
た
ち

が
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
訂
正
し
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
改
革
者
や
倫
理
国
家
の
賞
讃
者
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た
ち
の
無
邪
気
さ
は
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
法
律
を
発
布
し
て
そ
れ
を
守
ら
せ
れ
ば
よ
い
と
考
え

る
。
も
し
彼
ら
が
い
ま
少
し
歴
史
を
研
究
し
て
い
た
な
ら
ば
、
力
は
つ
ね
に

後
の
切
り
札
で
あ
り
、
国

家
を
略
奪
す
る
能
力
と
意
思
と
を
有
す
る
人
間
た
ち
が
何
ら
か
の
法
律
条
項
に
よ
っ
て
手
を
縛
ら
れ
た
こ

と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
） A

thénée, 
Ⅺ

, p.508 b

に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
は
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
た
め
に
で

は
な
く
、
彼
が
想
像
す
る
人
間
の
た
め
に
法
律
を
書
い
た
。
そ
の
結
果
彼
は
そ
の
法
律
を
用
い
る
人
々
を
探
し
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」 

  

理
想
国
家
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
哲
学
者
が
都
市
国
家
の
王
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
王
と
主
権
者
が

哲
学
者
に
な
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
プ
ラ
ト
ン
は
信
ず
る
（Civit.,  V, p.473 d

）
。
さ
ら
に
、
も
し

こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
場
合
に
は
都
市
国
家
を
、
さ
ら
に
は
人
類
を
さ
え
荒
廃
さ
せ
る
悪
に
対
す

る
治
療
法
は
存
在
し
な
い
と
言
う
。
次
に
プ
ラ
ト
ン
は
真
の
哲
学
者
の
特
徴
を
決
定
す
る
た
め
の
、
必
ず

し
も
余
り
理
解
し
や
す
く
は
な
い
議
論
に
没
頭
す
る
。
真
の
哲
学
者
と
は
彼
に
よ
れ
ば
事
物
の
本
質
に
つ

い
て
の
認
識
を
求
め
る
人
間
で
あ
る
（
１
）
。
彼
は
美
そ
の
も
の
と
美
し
い
も
の
と
を
一
つ
に
せ
ず
、
美
し
い

も
の
を
美
そ
の
も
の
と
は
見
做
さ
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
政
治
家
の
本
質
的
な
資
質
を
右
の
よ
う
な
も
の
と

真
面
目
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
層
驚
く
べ
き
こ
と
は
彼
以

降
こ
れ
と
類
似
の
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
を
賞
讃
す
る
こ
と
の
で
き
る
随
分
多
く
の
人
々
が
存
在
し
て
き
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。 

 

（
１
） Civit., V, p.480 a (

■
ギ
リ
シ
ア
語
二
行
■) 

  

プ
ラ
ト
ン
は
財
と
婦
人
の
共
有
に
関
連
す
る
も
の
を
あ
る
種
の
民
衆
的
基
盤
の
な
か
か
ら
汲
み
出
し
た

の
に
ち
が
い
な
い
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
風
刺
的
才
気
が
行
使
さ
れ
る
の
は
多
分
、
哲
学
者
の
業
績
に

つ
い
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
通
俗
的
な
教
え
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
彼
の
喜
劇
『
女
の
集
会
』
の
主

題
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
テ
ネ
の
女
た
ち
は
あ
る
日
早
朝
か
ら
起
き
、
男
装
し
、
集
会
に
お
も
む
く
。

集
会
で
彼
ら
は
憲
法
を
変
え
る
。
権
力
は
婦
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
テ
ネ
に
お
い
て
い
ま
だ

試
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
唯
一
の
変
革
で
あ
る
、
と
こ
の
詩
人
は
言
う
。
財
産
と
婦
人
の
共
有
が
宣
言
さ

れ
る
。
二
人
の
市
民
―
一
方
は
自
分
の
財
産
を
庶
民
大
衆
に
提
供
す
る
覚
悟
を
し
て
お
り
、
他
方
は
提
供

さ
れ
る
大
衆
の
側
で
分
け
前
を
と
る
こ
と
だ
け
を
目
的
に
し
て
い
る
―
の
場
面
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ

る
。
人
間
は
依
然
と
し
て
同
じ
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
「
連
帯
」
に
か
か
わ
る
二
種
類
の

支
持
者
が
議
論
す
る
の
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
一
方
は
無
邪
気
に
も
倫
理
的
宣
言
を
真
に
受
け
、

他
方
は
そ
れ
を
利
用
し
て
儲
け
る
こ
と
を
考
え
、
奪
う
た
め
に
は
「
連
帯
」
を
持
ち
出
す
が
、
与
え
る
と

な
る
と
そ
れ
を
忘
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
舞
台
で
は
、
第
二
番
目
の
市
民
は
財
産
の
共
有
を
規
定

す
る
法
令
に
反
対
す
る
こ
と
は
差
控
え
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
自
分
の
所
有
し
て
い
る
も
の
を
寄
託
す

る
前
に
他
の
市
民
が
ど
う
す
る
か
を
見
る
た
め
に
待
機
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
彼
は
庶
民
大
衆
の
費
用

に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
銀
行
に
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
第
一
番
に
駆
け
つ
け
る
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
現
在
で
は
一
日
に
一
〇
フ
ラ
ン
稼
ぐ
あ
る
種
の
労
働
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
と
は

別
の
労
働
者
た
ち
が

貧
の
人
々
と
財
を
共
有
す
る
に
つ
い
て
は
良
い
例
が
出
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
「
連
帯
」
の
名
の
も
と
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
略
奪
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
一
番
に
駆
け
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つ
け
る
。
さ
ら
に
「
資
本
主
義
体
制
」
の
お
か
げ
で
富
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
享
受
す
る
と
同
時
に
、
こ
の

体
制
の
敵
対
者
の
好
意
、
時
に
は
票
を
も
手
に
し
た
い
と
願
う
多
く
の
人
間
は
、
自
ら
の
富
を
守
る
こ
と

に
つ
い
て
は
そ
れ
を
大
い
に
よ
し
と
す
る
一
方
で
、
そ
の
富
の
源
泉
に
つ
い
て
は
恥
ず
べ
き
も
の
と
宣
言

す
る
。
彼
ら
の
う
ち
の
あ
る
者
は
、
も
っ
と
う
ま
く
や
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
を

獲
得
し
、
富
を
蓄
え
た
資
本
主
義
体
制
を
弾
劾
す
る
の
で
あ
る
（
１
）
。 

 

（
１
） Paul Louis C

ourier
は
、
■II e lettre particulière 

の
中
で
、
亡
命
者
と
聖
職
者
の
財
産
を
買
っ
た
後
、
王
政

復
古
時
代
に
は
自
分
の
財
産
は
守
り
、
権
力
側
に
い
よ
う
と
し
た
あ
る
勇
敢
な
男
の
話
を
快
い
筆
致
で
物
語
っ
て
い

る
。
「
…
の
領
主
の
館
を
守
り
、
侯
爵
身
分
を
そ
こ
か
ら
受
け
取
る
。
」 

  

『
法
律
』
の
中
で
プ
ラ
ト
ン
は
少
し
な
が
ら
現
実
に
接
近
し
て
い
る
。
彼
は
出
発
点
と
し
て
ラ
ケ
ダ
イ

モ
ン
と
ク
レ
タ
の
法
律
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
よ
り
完
全
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
財
産
と
婦
人
の

共
有
の
問
題
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
家
政
的
部
分
は
二
次
的
な
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン

と
そ
の
模
倣
者
の
社
会
主
義
は
何
よ
り
も
ま
ず
倫
理
的
社
会
主
義
で
あ
る
。 

 

プ
ラ
ト
ン
は
彼
が
創
設
し
た
い
と
思
う
都
市
国
家
は
海
か
ら
約
八
〇
ス
タ
デ
ィ
オ
ン
（
一
ス
タ
デ
ィ
オ

ン
は
約
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
て
い
る
も
の
と
想
定
す
る
。
彼
は
こ
の
距
離
で
辛
う
じ
て
十
分
で
あ
る

と
考
え
る
。
海
へ
の
隣
接
は
、
海
が
容
易
に
す
る
商
業
や
、
儲
け
の
機
会
や
、
商
人
の
存
在
に
よ
っ
て
、

彼
に
は
危
険
で
い
っ
ぱ
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
都
市
国
家
は
、
大
量
の
輸
出
が
で
き
る
状
態
に
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
都
市
国
家
は
莫
大
な
量
の
金
銀
貨
幣
を
獲
得
す

る
こ
と
に
な
り
、
一
国
民
の
品
性
に
と
っ
て
繁
栄
ほ
ど
有
害
な
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は

市
民
の
数
を
五
〇
四
〇
人
と
定
め
る
。
こ
の
数
字
を
定
め
る
に
つ
い
て
の
彼
の
理
由
は
奇
妙
な
も
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
彼
の
考
え
方
で
あ
る
。
五
〇
四
〇
と
い
う
数
字
は
五
九
個
の
約
数
を
も
ち
、

そ
の
う
ち
の
一
〇
個
は
一
か
ら
始
っ
て
連
続
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
戦
争
と
平
和
、
寄
与
と
分
配
に
と

っ
て
大
い
に
便
利
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
市
民
は
そ
れ
ぞ
れ
一
区
画
の
土
地
を
所
有
す
る
が
、

し
か
し
彼
は
そ
れ
を
国
家
と
共
同
所
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）
。
現
代
の

「

ソ
リ
デ
ー
ル

連
帯
主
義
者
」
は
何
も
発
明
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
各
家
族
の
父
親
は
子
供
の
う
ち
適
当
と
判
断
す

る
唯
一
人
を
土
地
の
相
続
者
に
指
定
す
る
。
も
し
彼
が
別
の
男
子
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
男
子
を
も

っ
て
い
な
い
家
族
に
そ
の
男
子
を
譲
る
。 

 

（
１
） D

e leg., V., 740 a

（
■
ギ
リ
シ
ア
語
二
行
■
） 

  

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
が
多
す
ぎ
た
り
少
な
す
ぎ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
為
政
者
は
家
族
の
数

が
五
〇
四
〇
よ
り
も
多
す
ぎ
た
り
少
な
す
ぎ
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
措
置
を
取
る

こ
と
を
課
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
そ
の
た
め
に
は
い
く
つ
も
の
方
法
が
あ
る
。
余
り
に
多
産
で
あ
る
場
合

に
は
生
殖
を
禁
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、

老
人
か
ら
若
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
価
値
あ
る
栄
誉
や
不
名
誉
、
そ
し
て
助
言
、
に
よ
っ
て
生
殖
を
鼓

舞
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
（V., p.740 d

）
。
こ
の
点
で
は
プ
ラ
ト
ン
は
現
代
の
「
倫
理
主
義
者
」
よ
り

も
良
識
が
あ
る
。
彼
ら
は
人
々
に
際
限
の
な
い
繁
殖
を
説
教
し
、
次
い
で
、
こ
の
人
口
を
養
う
た
め
の
措

置
に
つ
い
て
は
成
り
行
き
に
任
せ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
プ
ラ
ト
ン
は
個
人
的
道
徳
お
よ
び
自
制
力
の
結
果
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で
し
か
あ
り
え
な
い
も
の
を
法
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
じ
た
点
に
お
い
て
ま
ち
が

っ
て
い
る
。 

 

為
政
者
の
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
口
が
指
定
さ
れ
た
限
界
を
越
え
て
増
加
す
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
ト

ン
は
移
民
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
人
口
を
限
界
内
に
戻
す
こ
と
を
考
え
る
。 

 

市
民
は
収
入
に
し
た
が
っ
て
四
つ
の
階
級
に
分
類
さ
れ
る
。
誰
も
、
余
り
に
豊
か
で
あ
っ
た
り
、
余
り

に
貧
し
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
貧
困
の
限
界
は
く
じ
（sort

）
に
よ
っ
て
各
自
に
指
定
さ
れ
た

分
け
前
で
あ
り
、
そ
の
部
分
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
売
却
す
る
こ
と

は
禁
ぜ
ら
れ
る
。
富
の
限
界
は
こ
の
分
け
前
部
分
の
四
倍
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
で
あ
れ
そ
れ
以
上
の
も

の
を
持
つ
者
は
誰
で
あ
れ
そ
れ
を
国
家
に
贈
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
今
日
累
進
課

税
そ
の
他
類
似
の
方
法
に
よ
っ
て
実
現
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
プ
ラ
ト
ン
は

も
重
大
な
悪
の
源
泉
を
金
銀
の
う
ち
に
見
る
偏
見
に
譲
歩
し
て
い
る
。
彼
は
市
民
た

ち
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
有
害
な
金
属
を
所
蔵
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
国
内
に
お
い
て
の
み
有
効
で
外
国
人

に
は
何
の
価
値
も
な
い
あ
る
種
の
貨
幣
を
も
つ
こ
と
の
み
を
許
し
て
い
る
（
１
）
。
こ
の
理
想
は
今
日
不
換
紙

幣
制
度
を
敷
い
て
い
る
国
々
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
１
） 

V., p.742 a (

■
ギ
リ
シ
ャ
語
一
行
■) 

  

プ
ラ
ト
ン
は
も
っ
と
先
の
と
こ
ろ
で
（liv. XI

）
、
売
買
に
よ
る
交
換
は
す
べ
て
公
共
市
場
で
即
金
で
行

な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
法
律
は
信
用
売
り
も
借
金
の
返
済
も
保
証
す
る
こ
と
は
な
い
。

現
代
の
立
法
者
た
ち
も
ま
た
先
物
定
期
取
引
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
理
屈
は
プ
ラ
ト
ン

の
そ
れ
よ
り
も
出
来
が
悪
い
。
と
い
う
の
も
彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
国
の
経
済
的
繁
栄
に
貢
献
で
き
る
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
心
配
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
人
が
追
求
す
る
三
つ
の
事
柄
の
う
ち
、

後
の
三
番
目
の
も
の
は
富
で
あ
り
、
身
体
に
つ
い
て
の
配
慮

は
二
番
目
で
あ
り
、
魂
に
対
す
る
配
慮
が
第
一
番
目
に
位
置
す
る
。」
（V., p.743 e

） 
 

彼
は
富
に
対
す
る
愛
好
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
闘
争
的
で
あ
る
。
富
の
愛
好
は
市
民
か
ら
「
財
産
以
外

の
も
の
に
心
を
向
け
る
」
い
と
ま
を
す
べ
て
取
り
上
げ
、
そ
し
て
「
市
民
の
魂
が
、
全
く
富
に
向
け
ら
れ

る
な
ら
ば
、
彼
は
日
々
の
稼
ぎ
以
外
の
こ
と
に
気
を
配
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
（V

III., p.831 c

）
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
い
か
な
る
市
民
も
、
た
と
え
彼
が
誰
か
別
の
市
民
に
対
す
る
奉
仕
者
で
あ
っ
て
も
、

機
械
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。
市
民
は
よ
き
国
家
秩
序
の
た
め
の
仕
事
に
従
事
す
れ
ば
十
分
な

は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
事
の
つ
い
で
に
は
成
就
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
。
外
国
人
と
奴
隷
は
工
芸

手
芸
に
従
事
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ン
が
経
済
的
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
は
全
く
夢
想
も
し

て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
身
体
を
防
衛
す
る
た
め
に
の
み
、
そ

し
て
、
物
質
的
生
活
に
つ
い
て
の
不
幸
に
し
て
必
要
な
心
配
が
市
民
た
ち
が
有
徳
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
の
み
、
心
を
用
い
る
。
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
身
体
の
欲
求
よ
り
も
む

し
ろ
魂
の
欲
求
で
あ
る
。 

 

あ
ち
こ
ち
に
い
く
ら
か
の
真
理
を
含
む
文
章
が
散
見
さ
れ
る
。
我
々
が
既
に
見
た
よ
う
に
（
第
六
章
）
、

実
際
部
分
的
に
の
み
経
済
的
な
理
由
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
は
分
業
の
利
益
を
認
め
て
い
る
。
第
一
篇
で
彼

は
今
日
余
り
に
そ
の
真
価
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
一
つ
の
真
理
、
す
な
わ
ち
、
危
険
を
避
け
る
こ
と
を
学

ぶ
よ
り
も
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
ほ
う
が
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は

ク
レ
タ
島
と
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
の
為
政
者
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
市
民
た
ち
に
対
し
て
、
快
楽
で
は
な
く
苦
痛
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を
征
服
す
る
こ
と
を
教
え
込
む
こ
と
を
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
為
政
者
た
ち

は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
も
し
市
民
た
ち
が
若
い
時
代
か
ら

大
の
快
楽
を
経

験
せ
ず
、
自
ら
を
抑
制
す
る
こ
と
を
学
ば
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
…
彼
ら
は
恐
怖
に
う
ち
負
か
さ
れ
る
人
間

と
同
じ
よ
う
に
敗
北
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
快
楽
に
抵
抗
す
る
力
を
も
っ
た
人
間
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
」
（I, p.635
）
。
プ
ラ
ト
ン
が
節
制
を
教
え
込
む
の
に
適
切
な
こ
と
と
し
て
共
同
の
食
事
を
設
け

る
こ
と
を
提
案
す
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
酒
宴
の
気
晴
ら
し
は
彼
に
は
、
節
度
を
保

っ
て
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
賞
讃
す
べ
き
も
の
以
外
に
は
何
も
な
い
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
が
人
を
衰
弱
さ

せ
る
の
は
過
度
に
及
ぶ
と
き
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
大
抵
の
場
合
実
験
的
な
、
そ
し
て
稀
に
形
而
上
学
的
な
観
点
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン

の
理
論
を
批
判
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
幾
世
紀
も
の
中
断
の
後
、
現
在
実
験
方
法
を
適
用
し
て
い

る
学
者
た
ち
の
先
駆
者
で
あ
る
。
た
と
え
部
分
的
に
で
は
あ
っ
て
も
こ
の
方
法
を
追
求
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
彼
の
天
才
を
賞
讃
す
る
し
か
な
い
が
、
こ
の
方
法
を
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
不
純
物
を
免
れ
た
純
粋

の
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

『
共
和
国
』
及
び
『
法
律
』
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
分
析
は
か
な
り
不
完
全

な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
部
分
、
プ
ラ
ト
ン
が
二
次
的
な
位
置
に
格
下
げ
し
て
い
た
実
践
的
経
済

的
な
問
題
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
一
の
位
置
に
引
き
戻
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
■B

arthélem
y 

Saint-H
ilaire 

■
が
言
う
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
「
正
義
と
い
う
大
き
な
本
質
的
問
題
は
全

く
抜
け
落
ち
て
い
る
」
が
、
こ
の
問
題
こ
そ
ま
さ
に
、
プ
ラ
ト
ン
を
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
外
部
に
あ
る
、
雲

の
よ
う
に
曖
昧
な
圏
域
に
引
き
ず
り
込
む
も
の
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
政
治
的

コ
ミ
ユ
ノ
テ

共
同
体
が
ど
の
点
ま
で
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
探
求
し
て
い

る
。
そ
し
て
彼
が
『
共
和
国
』
の
中
で
提
案
さ
れ
て
い
る
婦
人
の

コ
ミ
ユ
ノ
テ

共
有
を
検
討
し
て
い
る
の
は
こ
の
点
に

関
連
し
て
い
る
。
婦
人
の
共
有
は
彼
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
都
市
の
統
一
性
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば

ビ
ヤ
ン

善
の

う
ち
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
統
一
性
、
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
ず
第
一
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
都
市
と
い
う
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
非
常
に
多
様
な
要
素
か
ら
成
る
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
へ
完
全
な
統
一
性
を
持
ち
込
め
ば
都
市
そ
の
も
の
を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
点
を
指
摘
す

る
。
都
市
は
一
ま
と
ま
り
で
は
あ
る
が
種
々
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

ナ
チ
オ
ン

国
民

（
■
ギ
リ
シ
ア
語
■
）
を
構
成
す
る
個
々
人
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
の
よ
う
に
全
く
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
と
す

れ
ば
（
１
）
、
一
都
市
（
■
ポ
リ
ス
、
ギ
リ
シ
ア
語
■
）
を
一
国
民
か
ら
隔
て
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、
進
化
と
は
分
化
を
伴
う
統

合
で
あ
る
と
言
明
し
て
、
よ
り
精
緻
に
叙
述
し
た
事
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

（
１
） Pol., 

■II, 1, 5. 

  

同
じ
よ
う
な
水
準
の
一
般
性
を
有
す
る
い
く
つ
か
の
原
理
は
非
常
に
多
数
の
事
実
を
要
約
す
る
う
え
で

役
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
有
効
な
議
論
の
対
象
と
は
な
り
え
て
い
な
い
。 

 

次
い
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
婦
人
と
財
産

ビ

ヤ

ン

の
共
有
に
反
対
す
る
実
際
的
理
由
を
挙
げ
る
。
彼
が
見
る

と
こ
ろ
で
は
、
各
人
は
自
ら
の
所
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
心
を
用
い
る
と
こ
ろ
多
く
、
共
有
の
も
の
に

つ
い
て
は
心
を
用
い
る
と
こ
ろ
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
も
し
都
市
の
何
千
人
も
の
子
供
が
各
市

民
に
出
自
を
有
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
誰
の
で
も
な
い
、
区
別
で
き
な
い
形
で
、
各
市
民
に
属
す
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る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
市
民
も
こ
の
子
供
た
ち
に
ほ
と
ん
ど
意
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
」 

 

（
１
） Pol., 
■II, 1, 11, trad. de B

.Saint-H
ilaire. 

  

こ
の
議
論
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
我
々
が
現
在
人
々
の
う
ち
に
観
察
し
て
い
る
諸
感
情
は
、
新
し
い
体
制

の
も
と
で
も
再
び
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
感
情
を
変
化
さ

せ
る
た
め
の
完
全
な
教
育
計
画
を
提
案
す
る
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
こ
と
を
否
定
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
そ
の
場
合
に
は
議
論
は
根
底
を
欠
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
既
に
我
々
が
見
た
よ
う

に
、
も
し
改
革
者
な
る
も
の
が
好
み
の
ま
ま
に
人
々
の
性
質
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、

い
か
な
る
組
織
で
あ
れ
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
不
条
理
な
も
の
と
思
わ
れ
よ
う
と
も
、
不
可
能
な
組
織

は
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
に
つ
い
て
想

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
提
、
す
な
わ
ち
現
在
の
感
情
の
存
続
、
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
こ
の
議

論
は
全
く
持
っ
て
説
得
的
な
も
の
と
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
次
の
観
察
ほ
ど
真
実
な
も
の
は
な
い
。

「
人
々
を
し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
心
配
し
執
着
す
る
に
至
ら
し
め
る
、
と
く
に
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。

財
産
と
愛
情
で
あ
る
（
１
）
。
」
と
こ
ろ
が
―
と
彼
は
言
う
―
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
共
和
国
』
の
な
か
に
は
そ
の

い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

（
１
） Pol., 

■II, 1, 17.

（
ギ
リ
シ
ャ
語
二
行
） 

  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
三
種
の

コ
ミ
ュ
ノ
テ

共
有
を
区
別
す
る
。
一
．
土
地
財
産
は
個
別
所
有
で
、
収
穫
物
は
共
同
消

費
さ
れ
る
。
二
．
土
地
財
産
は
共
有
で
、
共
同
で
耕
作
さ
れ
る
が
、
収
穫
物
は
分
割
さ
れ
る
。
三
．
土
地
、

耕
作
、
収
穫
物
の
す
べ
て
が
共
有
さ
れ
る
。
彼
は
市
民
た
ち
が
自
分
自
身
で
土
地
を
耕
作
す
る
場
合
に
は

共
有
の
も
た
ら
す
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
よ
く
働
い

て
僅
か
し
か
受
け
取
ら
な
い
者
と
、
僅
か
し
か
働
か
ず
に
多
く
受
け
取
る
者
と
の
あ
い
だ
に
対
立
が
生
じ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
体
系
の
も
と
で
は
人
々
の
あ
い
だ
の
関
係
は
非
常
に
難
し
い
も
の
に
な
る

で
あ
ろ
う
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
が
、
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
旅
行
に
際
し
て
形
成
さ
れ
る
共
有

に
お
い
て
起
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
」（
■II, 2, 3

）。
「
我
々
は
、
財
産
を
共
有
し
結
合
協

力
し
あ
っ
て
い
る
人
々
の
方
が
、
別
々
に
財
産
を
持
っ
て
い
る
人
々
よ
り
も
、
は
る
か
に
確
執
が
多
い
の

を
見
る
」
（
■II, 2, 9

）
。 

 

国
家
の
「

ボ
ヌ
ー
ル

幸
福
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
我
々
を
雲
の
よ
う
に
曖
昧
な
圏
域
に
導
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う

な
問
題
を
然
る
べ
く
論
ず
る
こ
と
は
、
用
語
の
意
味
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

一
個
人
の
幸
福
は
定
義
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
個
人
が
体
験
す
る
一
感
情
で
あ
る
。
こ
の
感

情
は
存
在
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
の
幸
福
な
る
も
の
は
定
義
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
都
市
は
生
き
も
の
で
は
な
く
、
感
情
を
味
わ
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
都
市
市
民
の
す
べ
て
と
は
言
わ
な
く
と
も
、
市
民
の
大
部
分
あ
る
い
は
幾
人
か
の
市
民
が
幸
福
で
な
い

な
ら
ば
、
都
市
全
体
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
■II, 2, 16

）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
。

そ
れ
ゆ
え
我
ら
が
著
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
あ
る
一
都
市
が
幸
福
な
の
は
全
市
民
が
、
あ
る

い
は
市
民
の
大
多
数
が
幸
福
で
あ
る
と
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
月
並
み
な
定
義
で
あ
る
が
、
プ
ラ

ト
ン
の
定
義
と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
定
義
は
都
市
を
一
全
体
と
み
な
し
、
こ
の
全
体
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の
幸
福
に
つ
い
て
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
か
な
り
曖
昧
な
彼
の
考
え
方
は
、
全
体
の
な
か
の
異
な
る
諸
部
分

が
そ
れ
ら
の
果
た
す
べ
き
義
務
に
見
合
っ
て
お
り
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

定
義
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
の
側
も
際
限
な
く
論
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
現
代
の
多
く
の
論
争
に
お
い
て
同
じ
理
由
か
ら
起
き
る
こ
と
で
あ
り
、
人
々
が
事
物

に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
論
ず
る
限
り
は
将
来
に
お
い
て
も
起
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。 

 

『
共
和
国
』
に
続
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
法
律
』
を
批
判
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
こ
の
著

書
に
つ
い
て
我
々
が
今
日
手
に
し
て
い
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
目
に
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑

問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
彼
の
批
判
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
点
が
い
く
つ

か
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
が
市
民
の
数
を
制
定
し
な
か
っ
た
こ
と

を
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
が
手
に
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
は
プ
ラ
ト
ン
は
市
民
の
数
を
一
定
に
保

つ
た
め
の
規
則
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
分
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
理
論
に
つ
い
て
の
記

憶
だ
け
で
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
違
い
を
確
定
す
る
の
を
忘
れ
た
こ
と
を

非
難
す
る
。
こ
の
点
は
ま
さ
に
人
間
の
選
抜
と
い
う
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
ば
か
り
で
な
く
他

の
改
革
者
た
ち
も
あ
ま
り
こ
の
点
に
足
を
止
め
る
こ
と
は
避
け
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
別
の
二
つ
の
■
社
会
主
義
体
系
■
、Phaléas de C

halcédoine 

の
も
の
と 

H
ippodam

os de M
ilet 

の
も
の
を
我
々
に
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
知
り
得
る
僅
か
の
事
情
か

ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
体
系
は
、
形
而
上
学
的
体
系
よ
り
も
む
し
ろ
科
学
的
体
系
の
う
ち
に
位
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。Phaléas 

は
市
民
の
あ
い
だ
に
財
産
の
平
等
を
樹
立
す
る
こ
と
を
決

意
し
た
。
彼
は
、
金
持
ち
に
対
し
て
は
、
そ
の
娘
た
ち
に
持
参
金
（dots

）
を
授
与
す
る
こ
と
、
息
子
た
ち

は
持
参
金
を
受
け
取
ら
な
い
こ
と
、
貧
乏
人
に
対
し
て
は
、
持
参
金
は
受
け
取
る
だ
け
で
、
持
参
金
を
与

え
は
し
な
い
こ
と
、
を
命
令
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
平
等
が
支
配
す
る
国
家
の
中
で
平
等
を
獲
得
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
子
供
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
点

に
つ
い
て
彼
を
非
難
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
財
産
の
平
等
が
政
治
的

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

結
合

に
及
ぼ
す
影
響

は
昔
の
為
政
者
に
気
づ
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
平
等
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
彼
は
、

非
常
に
真
実
性
の
高
い
、
し
か
し
今
日
な
お
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
指
摘
を
残
し
て
い
る
。
「
反
逆
の
原
因
は

財
産
の
不
平
等
ば
か
り
で
な
く
、
名
誉
の
不
平
等
に
も
存
在
す
る
。
…
俗
悪
な
人
間
は
財
産
の
不
平
等
に

対
し
て
反
乱
を
起
す
が
、
優
秀
な
人
間
は
名
誉
の
不
平
等
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
。
」
こ
れ
は

コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム

集
産
主
義

が
い
つ
か
実
施
さ
れ
た
な
ら
ば
確
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
際
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

付
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
次
の
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
人
が
犯
罪
者
に
な
る
の
は
、
必
需
品

に
対
す
る
欲
求
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
…
享
楽
願
望
を
満
た
す
た
め
で
も
あ
る
」
（
■II, 4, 7

）
。

Phaléas

は
全
て
の
職
人
が
国
家
に
属
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
国
家
が
工

業
全
体
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 
H

ippodam
os

の
一
断
章
がStobée

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ

の
著
者
か
ら
借
用
し
た
の
と
は
異
な
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。Stobée

の
引
い
た
断
片
に
よ
れ
ば
、
都
市

は
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
有
徳
の
支
配
者
た
ち
が
共
同
所
有
す
る
財
産
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
第

一
の
部
分
、
戦
士
た
ち
の
第
二
の
部
分
、
都
市
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
う
る
も
の
を
供
給
す
る
使
命
を
も

っ
た
第
三
の
部
分
、
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
報
告
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
部
分
は
礼
拝
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儀
式
の
費
用
を
ま
か
な
う
義
務
が
あ
り
、
第
二
の
部
分
は
戦
争
に
必
要
な
も
の
を
ま
か
な
う
義
務
が
あ
り
、

第
三
の
部
分
は
耕
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
個
別
に
占
有
さ
れ
て
い
た
。 

 

プ
ラ
ト
ン
派
の
哲
学
者
た
ち
は
喜
劇
詩
人
た
ち
の
嘲
弄
の
的
で
あ
っ
た
。
学
芸
の
守
護
女
神
ア
テ
ナ
に

捧
げ
ら
れ
た
学
芸
の
殿
堂
は
こ
の
点
に
つ
い
てE

phippos

の
長
口
舌
を
我
々
に
残
し
て
い
る
。
こ
の
殿
堂

は
他
に
も
、
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
が
多
分
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
話
題
を
蒐
集
し
て
い
る

が
、
賞
讃
す
べ
き
と
こ
ろ
き
わ
め
て
少
な
い
行
為
に
ふ
け
っ
て
い
た
何
人
も
の
プ
ラ
ト
ン
派
哲
学
者
た
ち

に
つ
い
てE

phippos

が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
し
め
る
に
足
る
も
の
は
何
も
な
い
（
１
）
。
プ
ラ
ト
ン
派

哲
学
者
の
一
人C

héron de Pellène

は
、
「
祖
国
を
耐
え
難
い
程
の
専
制
の
も
と
に
お
き
、
そ
の

良
の

市
民
を
追
放
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
奴
隷
に
彼
ら
の
主
人
の
財
産
を
与
え
、
彼
ら
が
主
人
の
妻
た
ち
を
共

有
で
き
る
よ
う
に
彼
女
た
ち
を
彼
ら
奴
隷
に
委
ね
た
。」
学
問
の
殿
堂
は
、
都
市
の
統
一
、
現
代
語
で
言
え

ば
「
連
帯
」
の
理
論
の
こ
の
よ
う
な
適
用
を
認
め
て
お
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
て
い
る
。
「
こ
こ
に

は
美
わ
し
き
『
共
和
国
』
の
利
点
と
不
正
な
『
法
律
』（Lois

）
と
が
存
在
す
る
（
２
）
。
」
し
か
し
こ
の
場
合
、

ギ
リ
シ
ア
の
諸
都
市
で
か
な
り
頻
繁
に
起
っ
て
い
た
暴
動
の
一
形
態
の
み
が
真
の
問
題
で
あ
っ
て
、
プ
ラ

ト
ン
の
学
説
教
義
が
そ
れ
に
責
任
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
１
） D

eipn., Ⅺ
, c.118, p.508 d. 

「
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
の
大
部
分
は
専
制
と
誹
謗
中
傷
の
気
質
を
も
っ
て
い
た
。
」
著

書
はc.119

で
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
のPerdiccas

、
ア
テ
ネ
人
でD

ion 
の
友
人
で
あ
り
、
専
制
を
熱
望
し
た
こ
と
で

殺
さ
れ
たK

allipos

、
自
分
の
都
市
か
ら
借
金
を
し
て
そ
の
都
市
の
支
配
者
に
な
る
こ
と
を
欲
し
たLam

psaque

のE
uagon

、
祖
国
の
政
府
を
転
ぷ
く
し
よ
う
と
し
たC

yzique

のTim
ée

、
そ
し
て
本
文
で
述
べ
るC

héron

、

を
挙
げ
て
い
る
。 

（
２
） D

eipn., 
Ⅺ

, c.119, p.509 b. 

フ
ラ
ン
ス
語
は

後
の
対
比 des Lois contraires aux lois
（
■
ギ
リ
シ
ャ
語

二
行
■
）
を
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
。Pausanias

もV
II, 27

で
こ
のC

héron

の
専
制
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。 

  
Porphyre

を
信
ず
る
な
ら
ば
、
「
ガ
リ
ア
の
（G

allien

）
皇
帝
と
そ
の
妻Salonine

は
哲
学
者Plotin

を
特
別
に
尊
重
し
て
い
た
。
こ
の
哲
学
者
は
彼
ら
の
好
意
に
乗
じ
て
、
昔
哲
学
者
た
ち
が
住
ん
で
い
た
と

言
わ
れ
て
い
た
一
つ
の
町
をC

am
panie

に
再
建
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
周
囲
の
田
園
は
こ
の
町
に
与

え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
町
は
プ
ラ
ト
ン
の
法
律
に
従
っ
て
統
治
さ
れ
、Platonopolis

（
プ
ラ
ト
ン
の

町
）
と
呼
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
。Plotin

は
友
人
た
ち
と
一
緒
に
こ
の
町
に
隠
遁
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

彼
は
、
も
し
皇
帝
の
親
友
た
ち
が
羨
望
、
憎
悪
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
類
似
の
原
因
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
そ

れ
に
反
対
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
容
易
に
望
む
も
の
を
手
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
」 

 

（
１
） 

Vita Plotini, 12. 
  

ト
マ
ス
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
（Thom

as C
am

panella

）（
１
）

の
『
太
陽
の
都
』
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
共
和
国
』

と
同
じ
部
類
に
含
ま
れ
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
カ
ン
パ
ネ
ラ
が
想
を
得
た
の
は
こ
の
『
共
和
国
』

か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

（
１
） 

彼
は
実
際
に
はG

ian D
om

enico C
am

panella 

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ト
マ
ス
と
い
う
名
前
は
彼
が
修
道
士
に
な

る
に
際
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
氏
の
卓
越
し
た
研
究Il com

unism
o di 

Tom
m

aso Cam
panella

を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
は

初

l’Archivio storico per le provincie 
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napoletane 

に
発
表
さ
れ
、
次
い
でM

aterialism
o storico ed econom

ia m
arxista (Trad. franç., 

G
iard et B

rière)

に
再
録
さ
れ
た
。
こ
の
著
書
に
は
ト
マ
ス
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
に
つ
い
て
の

終
的
研
究
、
過
去
現

在
に
お
い
て
流
通
し
て
い
る
多
く
の
誤
謬
を
正
し
た
研
究
、
が
要
約
さ
れ
た
形
で
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

Città del sole 

は
一
六
〇
二
年
に
イ
タ
リ
ア
語
で
書
か
れ
、
一
六
一
三
年
に
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
現
在

の
イ
タ
リ
ア
語
版
は
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
氏
は
二
つ
の
イ
タ
リ
ア
語
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
断

章
の
存
在
を
伝
え
て
い
る
が
、
未
刊
で
あ
る
。 

  

両
者
の
考
え
方
の
主
要
部
分
は
同
じ
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ラ
は
理
想
の
共
和
国
が
実
現
さ
れ
た
も
の
と

想
定
し
、
あ
る
旅
人
が
国
に
帰
っ
た
と
き
に
そ
れ
を
描
写
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
統

治
す
る
の
は
哲
学
者
で
あ
り
、
例
に
よ
っ
て
人
間
の
選
抜
と
い
う
困
難
な
問
題
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。
統

治
の
頂
点
に
はH

oh

（
１
）

あ
る
い
は
形
而
上
学
者

．
．
．
．
．
と
名
付
け
ら
れ
る
人
物
が
座
り
、
彼
はPon

あ
る
い
は

力
、Sin

あ
る
い
は
知
、M

or

あ
る
い
は
愛
と
呼
ば
れ
る
他
の
三
人
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
る
。
力
は
国
の
防

衛
に
従
事
す
る
。
知
は
芸
術
、
工
芸
、
学
問
、
教
育
に
従
事
す
る
。
愛
は
繁
殖
再
生
産
に
従
事
す
る
。
こ

れ
ら
四
人
の
人
間
は
別
に
職
員
を
選
定
す
る
。
四
人
は
あ
る
手
続
き
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
明
瞭
な
説
明
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
著
者
は
こ
の
四
人
が
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
格

に
つ
い
て
強
調
す
る
だ
け
で
あ
り
、
例
え
ば
将
来
のH

oh

は
選
出
さ
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
皆
に
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。
彼
の
職
は
、
「
共
和
国
を
統
治
す
る
う
え
で
よ
り
賢
明
で
優

れ
た
別
の
人
物
が
見
出
さ
れ
る
」
場
合
以
外
は
、
終
身
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
か
な
り
子
供
じ
み
た

考
え
方
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

通
俗
版
に
よ
る
。
ラ
テ
ン
語
の
第
一
版
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。Principes m

agnus inter eos est 

sacerdos quem
 vocant suo idiom

ate sol

…
（Voir C

roce, loc. cit.

） 

  

『
太
陽
の
都
』
に
は
財
産
と
婦
人
の
共
有
が
存
在
す
る
。
そ
こ
の
住
民
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
有
財

産
は
す
べ
て
、
各
人
が
別
々
の
世
帯
、
子
供
、
固
有
の
妻
を
持
つ
こ
と
か
ら
生
ず
る
（
１
）
。
そ
こ
か
ら
自
己

愛
が
生
じ
、
自
分
の
息
子
た
ち
の
た
め
に
富
と
名
誉
と
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
各
人
は
、
何
も
の
を
も
恐

れ
な
い
ほ
ど
強
力
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
無
能
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
公
け
の
強
奪
者
と
な
る
。
り
ん

し
ょ
く
家
、
裏
切
り
者
、
あ
る
い
は
偽
善
家
で
あ
る
。
し
か
し
人
々
が
自
己
愛
を
な
く
す
と
き
に
は
、
残

る
の
は
公
共
善
に
対
す
る
愛
だ
け
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
著
者
は
、
誰
も
が
他
人
が
働
く
の
を
当
て
に
し
て
自

分
は
働
か
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
反
対
論
に
答
え
る
。
そ
の
回
答
は
き
わ
め
て

不
十
分
な
も
の
で
あ
り
（
２
）
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
も
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
公
共
善
に
対
し
て
も
つ
愛
は
、
「
自
分
自
身
に
対
す
る
愛
が

減
少
す
る
に
つ
れ
て
公
共
的
事
物
に
対
す
る
愛
が
増
大
す
る
の
で
」
、
人
々
を
動
か
す
に
十
分
で
あ
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
婦
人
の
共
有
に
つ
い
て
著
者
は
、
修
道
士
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
主
題
に
つ
い
て
語
る

と
き
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
な
愚
か
し
い
自
己
満
足
で
も
っ
て
、
長
々
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
新
し

い
意
義
あ
る
こ
と
は
何
も
言
わ
な
い
。 

 

（
１
） 

《E
ssi dicono che ogni sorta di prporietà trae origine e forza dal separato ed individuale 

possesso di case, di figli, di m
ogli.

》 
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（
２
） 

《Io non seppi che ciò desse occasione ad alterchi, m
a ti dico essere appena credibile 

l’im
m

ensità dell’ am
ore che quel popolo nutre per la patria

… e cosi doveva essere, perchè 

l’am
ore alla cosa publica aum

enta secondo che piu o m
eno si è fatto rinunzia all’ interesse 

particolare.
》 

  

こ
の
著
者
の
別
の
著
書Q

uistioni sull’ottim
a repubblica 

は
『
太
陽
の
都
』
で
示
さ
れ
た
原
理
に

つ
い
て
の
議
論
に
再
び
立
ち
戻
っ
て
い
る
。
著
者
は
、『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
書
い
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
、
お
よ

び
プ
ラ
ト
ン
そ
の
他
の
哲
学
者
に
見
習
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
全
て
の
悪
は
富
、
名
誉
に
対
す
る

愛
、
子
供
や
妻
に
対
し
て
感
ず
る
愛
か
ら
生
ず
る
と
い
う
思
想
を
展
開
す
る
。
彼
の
共
和
国
は
こ
れ
ら
の

悪
を
す
べ
て
破
壊
す
る
と
と
も
に
、
不
義
密
通
（
婦
人
が
共
有
で
あ
る
場
合
に
は
不
貞
行
為
は
実
際
困
難

で
あ
る
）
、
嫉
妬
、
家
庭
不
和
、
無
知
（
市
民
は
極
度
に
教
育
さ
れ
る
）
、
閑
居
無
為
、
貧
民
の
過
度
の
労

働
、
等
の
悪
も
破
壊
す
る
。
彼
は
「
自
然
法
」
は
財
産
の
共
有
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

に
キ
リ
ス
ト
教
の
著
作
家
を
引
き
合
い
に
出
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
私
有
財
産
を
悪
と
し
て

小
限
し

か
認
め
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
反
論
に
立
ち
帰
っ
て
言
う
。
仕
事
を

分
配
す
る
の
は
高
位
の
人
士
で
あ
り
、
共
和
国
の
各
人
は
能
力
に
合
っ
た
仕
事
を
課
せ
ら
れ
る
の
で
楽
し

み
つ
つ
働
く
で
あ
ろ
う
、
と
。
婦
人
の
共
有
に
関
し
て
は
彼
はN

icolaïtes 

の
異
端
に
陥
ら
ぬ
よ
う
に
大

い
に
気
を
も
ん
で
お
り
、
彼
ら
は
任
意
の
男
性
が
任
意
の
女
性
と
結
び
つ
く
こ
と
を
許
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、
彼
の
共
和
国
に
お
い
て
は
、
性
的
結
合
は
繁
殖
再
生
産
の
利
益
に
お
い
て
高
位
の
人
士
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
。
彼
は
微
妙
な
区
別
を
設
け
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
婦
人

の
共
有
は
「
自
然
法
」
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
「
神
の
、
そ
し
て
教
会
に
よ
る
」
実
定
法

に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
。 

 

都
市
、
共
和
国
、
想
像
上
の
国
家
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
著
作
は
非
常
に
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
種

の
文
献
は
一
九
世
紀
の
初
め
ま
で
流
行
を
続
け
て
き
た
。
現
代
で
はB
ellam

y

のLooking B
ackw

ard

が
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
本
の
驚
異
的
な
成
功
は
、
人
々
が
全
く
子
供
と
同
じ
よ
う
に
お
と
ぎ
話

を
愛
好
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。 

 

一
八
世
紀
の
後
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
或
る
注
目
す
べ
き
現
象
が
生
じ
た
。
新
し
い
一

宗
教
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
神
は
自
然
．
．
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
質
的
に
形
而
上
学
的
概
念
な
の
で
あ

る
。 

 

こ
の
時
代
に
お
け
る
自
然
．
．
お
よ
び
自
然
的

．
．
．
と
い
う
こ
と
ば
の
濫
用
に
は
全
く
信
じ
難
い
も
の
が
あ
る
。

今
日
に
お
け
る
連
帯
．
．
と
い
う
こ
と
ば
の
濫
用
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム
ー
ル
（D

upont de N
em

ours

）
は
一
七
六
八
年
に
『
重
農
主
義
―
人
類
に
と

っ
て

も
有
益
な
統
治
の
自
然
的
体
制
』
と
題
さ
れ
た
作
品
集
を
出
版
し
た
。
重
農
主
義

．
．
．
．（Physiocratie

）

と
い
う
こ
と
ば
は
、
彼
の
語
源
学
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
統
治
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

新
し
い
教
義
の
信
奉
者
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
あ
る
い
は
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
た
。
メ
ル
シ
ェ
・

ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル(M

ercier de la R
ivière)

は
一
七
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
政
治
社
会
の
自
然

的
か
つ
本
質
的
秩
序
』
（O

rdre naturel et essentiel des sociétés politiques

）
と
題
し
た
書
物
の
な

か
で
彼
ら
の
理
論
を
説
明
し
て
い
る
。
マ
ブ
リ
ー
は
一
七
六
八
年
に
『
社
会
の
自
然
的
か
つ
本
質
的
秩
序

に
つ
い
て
の
疑
問
』
と
題
さ
れ
た
著
作
で
彼
に
反
駁
し
た
。
マ
ブ
リ
ー
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
に
自
然
的

．
．
．

と
い
う
よ
う
な
貴
重
で

高
級
の
こ
と
ば
を
独
占
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
た
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く
さ
ん
の
連
帯
．
．
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
見
ま
ち
が
わ
な
い
よ
う
に
大
い
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
各
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
連
帯
を
一
つ
だ
け
も
っ
て
お
り
、
自
分
の
は
正
し
く
、
敵
対
者
の

も
の
は
確
実
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
が
恐
れ
て
い
る
の
は
―
と
マ
ブ
リ
ー
は
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
言
う
―
貴
方
が
た
の
自
然
的
秩
序
な
る
も
の
は
自
然
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
」
こ
の
興
味
あ
る
議
論
は
自
然
的

．
．
．
と
い
う
こ
と
ば
で
何
を
意
味
す
る
の
か
を
ま
ず
定
義

し
な
け
れ
ば
成
功
の
見
込
み
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
こ
と
ば
を
用
い
る
論
者
た
ち
が
心
が
け
る
べ

き
こ
と
で
あ
る
。 

 

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
は
、
私
有
財
産
は
自
然
．
．
に
よ
っ
て
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
物
理
的
な
（physique

）

必
然
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
「
我
々
が
不
幸
に
も
土
地
の
私
有
や
違
っ
た
条
件
を
構
想
す
る
よ
う
に

な
っ
て
以
来
、
り
ん
し
ょ
く
、
野
心
、
虚
栄
が
我
々
の
心
の
う
ち
に
住
み
つ
き
、
我
々
の
心
を
引
き
裂
き
、

国
家
政
府
を
簒
奪
し
て
専
制
を
敷
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
マ
ブ
リ
ー
は
言
う
。
財
産
と
条
件
の
不
平

等
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
悪
に
つ
い
て
の
陰
気
な
情
景
描
写
を
し
た
後
で
彼
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
私
は
土
地
の
私
有
が
物
理
的
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
。
も
し
自
然
が

我
々
に
こ
の
よ
う
に
致
命
的
な
制
度
の
設
立
を
運
命
づ
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
自
然
は
我
々
の
母
で
は

な
く
、
邪
慳
な
継
母
で
あ
ろ
う
。
」
こ
う
な
れ
ば
、
自
然
．
．
が
「
我
々
の
母
で
あ
っ
て
邪
慳
な
継
母
で
は
な
い
」

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
我
ら
の
著
者
は
こ
れ
を
お
ざ
な
り
に
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
命
題
は
忠
誠
心
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
教
義
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。 

 

自
然
崇
拝
は
非
常
に
堅
固
に
樹
立
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
自
由
思
想
家
の
論
考
さ
え
も
そ
の
形
を
取
っ
て

い
る
。
ド
ル
バ
ッ
ク
男
爵
は
『
自
然
の
体
系
』
（Systèm

e de la nature 

一
七
七
〇
年
出
版
）
と
い
う
標

題
の
も
と
に
唯
物
論
的
で
無
神
論
的
な
著
作
を
も
の
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
彼
は
自
ら
に
つ
い

て
あ
ら
ゆ
る
宗
教
と
闘
争
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
自
然
を
神
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
彼
自
身
新
た
な
一
宗
教
を
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
と
い
う
神
は
ド
ル
バ
ッ
ク
の
書
物
の
な

か
で
人
間
に
対
し
て
語
り
か
け
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
権
利
を
理
解
し
な
い
、
私
の
見

事
な
敵
、
宗
教
の
く
び
き
か
ら
勇
気
を
も
っ
て
自
ら
を
解
放
し
な
さ
い
。
私
の
法
の
も
と
に
帰
還
す
べ
く
、

そ
の
神
々
、
私
の
権
力
の
簒
奪
者
を
捨
て
な
さ
い
。
…
そ
れ
ゆ
え
子
供
っ
ぽ
い
脱
走
者
よ
、
戻
り
な
さ
い
、

自
然
の
も
と
に
戻
り
な
さ
い
。
自
然
は
汝
を
慰
め
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
は
汝
の
心
か
ら
、
汝
を
打
ち
ひ
し

ぐ
懸
念
恐
怖
を
追
放
す
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
、
人
間
性
、
汝
自
身
に
戻
っ
て
、
人
生
の
道
に
花
を
敷
き
つ

め
よ
。
…
等
し
く
私
の
懐
か
ら
出
た
す
べ
て
の
子
供
の
た
め
に
私
が
皆
に
等
し
く
与
え
た
財
産
を
自
ら
楽

し
み
、
ま
た
他
に
も
楽
し
ま
せ
よ
（
１
）
。
」
我
ら
が
著
者
は
全
く
当
時
の
文
体
に
よ
る
叙
情
的
な
長
い
せ
り

ふ
を
入
れ
て
い
る
。
「
お
お
自
然
よ
、
全
て
の
存
在
の
支
配
者
よ
、
貴
方
と
そ
の
素
晴
ら
し
い
娘
た
ち
、
徳
、

理
性
、
真
実
よ
、
永
久
に
我
ら
の
唯
一
の
神
で
あ
っ
て
く
れ
。
世
界
に
対
す
る
賞
讃
と
敬
意
は
す
べ
て
御

身
の
徳
に
よ
る
。
自
然
よ
、
そ
れ
ゆ
え
御
身
が
人
間
に
望
ま
し
め
る
幸
福
を
人
間
が
獲
得
す
る
た
め
に
、

人
間
は
何
を
な
す
べ
き
か
を
教
示
し
た
ま
え
（
２
）
。
」 

 

（
１
） 

『
自
然
の
体
系
、
あ
る
い
は
物
理
的
世
界
と
道
徳
的
世
界
の
法
則
』（Systèm

e de la nature ou des lois du
 

m
onde physique et du m

onde m
oral, par le baron d’H

olbach; chap. 

■XIV, Abrégé du code de 
la nature, p.409 du 

■II e vol. de l’edition de 1821.

） 

（
２
） Loc. cit., 

■II, c. 

■XIV, p.420-421. 
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自
然
崇
拝
は
、
「
自
然
は
人
間
を
良
き
も
の
と
し
て
創
造
し
た
が
、
社
会
制
度
が
彼
を
堕
落
さ
せ
た
」
と

い
う
認
識
を
主
た
る
教
義
と
し
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
著
作
家
た
ち
に
共
通

の
紐
帯
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
敵
も
、
理
神
論
者
も
、
無
神
論
者
も
、
自
分
た
ち
が
原
罪
の

教
義
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
原
罪
の
教
義
は
彼
ら

の
意
識
の
一
隅
に
包
み
隠
さ
れ
た
形
で
の
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
明
る
み
の
も
と
に
引

き
出
し
、
新
し
い
衣
裳
を
着
せ
、
も
っ
て
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
述
べ
た
か
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
感
情
内
容
の
存
続
の
一
例
で
あ
り
、
感
情
の
表
現
さ
れ
る
形
式
は
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
人
間
は
ま
さ
し
く
形
式
に
拘
泥
す
る
習
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
い
ろ
い
ろ
の
形

式
は
何
か
本
質
的
に
異
な
る
も
の
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
結
局
の
と
こ
ろ
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
そ
れ
ら
は
同
一
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

「
人
間
は
性
悪
な
も
の
で
あ
る
―
と
ド
ル
バ
ッ
ク
は
言
う
―
、
し
か
し
そ
れ
は
人
間
が
性
悪
な
も
の
と

し
て
生
れ
つ
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
ら
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。
」
「
自
然
は
人

間
を
素
直
な
善
良
な
も
の
と
し
て
創
っ
た
。
社
会
が
彼
を
堕
落
さ
せ
軽
蔑
す
べ
き
も
の
と
し
た
」
と
ル
ソ

ー
は
言
う
（
２
）
。
「
我
々
の
悲
惨
な
運
命
の
ほ
と
ん
ど
全
般
に
つ
い
て
の
概
略
史
を
貴
方
は
知
り
た
い
で
あ

ろ
う
か
―
と
デ
ィ
ド
ロ
は
言
う
―
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
人
の
自
然
人
が
い
た
。
こ
の
自
然
人

の
内
部
に
一
人
の
人
工
の
人
間
が
入
れ
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
人
生
全
体
に
わ
た
っ
て
続
く
内
戦
が
洞
窟
の

中
で
持
ち
上
っ
た
（
３
）
。
」 

 

（
１
） Loc.cit., I, chap. 

■XIV, p.348-349. 

著
者
は
次
の
よ
う
な
注
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
「
…
人
間
は
そ
の
本
性

と
し
て
、
性
善
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
性
悪
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
人
間
は
、
変
質
さ
せ
ら
れ
る
か
、
あ

る
い
は
い
ず
れ
で
あ
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
す
か
に
し
た
が
っ
て
、
性
善
に
も
性
悪
に
も
等
し
く
な
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
全
て
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
人
間
を
利
害
に
よ
っ
て
分
裂
さ
せ
よ
う
と
た

く
ら
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
互
い
に
害
し
合
う
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
。
各
人
は
社
会
の
中
で
い

わ
ば
孤
立
し
て
生
き
て
お
り
、
そ
し
て
彼
ら
の
指
導
者
は
、
各
人
を
相
互
に
支
配
さ
せ
合
う
た
め
に
、
相
互
の
分
裂

か
ら
利
益
を
得
る
。
「
分
割
し
て
支
配
せ
よ
」
（D

ivid et im
pera

）
は
性
悪
な
統
治
者
が
す
べ
て
本
能
的
に
従
う

と
こ
ろ
の
格
率
で
あ
る
。
専
制
的
統
治
者
は
、
そ
の
秩
序
の
も
と
に
有
徳
の
人
士
だ
け
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら

か
ら
利
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
」 

（
２
） Rouss. juge de Jean-Jacques, 

■III e entret. 

（
３
） Supplém

ent au voyage de Bougainville. 
  

才
能
あ
る
人
間
の
逆
説
の
次
に
は
、
貧
困
な
精
神
の
人
間
の
突
拍
子
も
な
い
夢
想
が
来
る
。
ギ
ャ
ス
パ

ー
ル
・
ギ
ャ
ー
ル
・
ド
・
ボ
リ
ュ
ー
（G

aspard G
uillard de Beaurieu

）
は
『
自
然
の
生
徒
』
（L’èlève 

de la N
ature

）（
１
）

を
書
い
て
い
る
。
あ
る
一
人
の
人
間
が
檻
の
な
か
で
、
人
間
を
見
る
こ
と
な
く
育
て

ら
れ
る
。
彼
に
は
修
道
院
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
毎
回
食
物
が
手
渡
さ
れ
る
。
一
五
の
年
に
彼
は
無
人
島

で
自
由
に
さ
れ
る
。
彼
は
そ
こ
で
哲
学
的
省
察
に
耽
る
。
「
我
々
自
然
人
は
執
念
深
く
復
讐
的
で
は
な
い
。

我
々
の
心
は
、
一
方
の
面
に
は
我
々
の
受
け
た
恩
恵
が
描
か
れ
て
い
る
一
枚
の
板
で
あ
る
。
他
方
の
面
に

は
損
害
侮
辱
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
の
板
を
決
し
て
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。
」
若
い
娘

ジ
ュ
リ
ー
が
父
親
と
共
に
、
我
ら
が
隠
者
の
孤
独
を
慰
め
る
た
め
に
や
っ
て
来
て
、
彼
に
愛
を
教
え
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
が
当
時
の
愚
か
し
く
も
感
傷
的
な
調
子
で
描
か
れ
て
い
る
。 
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（
１
） 
こ
の
著
者
を
忘
却
か
ら
拾
い
出
し
た
の
は
ル
グ
イ
教
授（M

. le professeur Legouis

）で
あ
る
が
、
作
品
集Entre 

Cam
arades, Paris, F. A

lcan 

の
中
で
公
表
さ
れ
た
回
想
の
テ
ー
マ
と
し
て
彼
を
と
り
上
げ
て
い
る
。 

  

一
八
世
紀
の
著
作
家
た
ち
が
夢
中
に
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
は
黄
金
時
代
伝
説
の
新
た
な
一
変

形
で
あ
り
、
こ
の
伝
説
以
上
の
現
実
性
を
も
た
な
い
。 

 

こ
の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
人
々
は
美
徳
以
外
の
も
の
は
も
た
ず
、
完
全
な
幸
福
を
享
受
す
る
。
悪
は

す
べ
て
社
会
に
由
来
し
、
「
人
間
の
魂
は
、
絶
え
ず
生
み
出
さ
れ
る
何
千
も
の
原
因
に
よ
っ
て
、
ま
た
大
量

の
知
と
誤
謬
の
獲
得
に
よ
っ
て
社
会
の
胎
内
で
変
質
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
の
様
相
を
ほ
と
ん
ど
見
分
け
が
つ

か
な
い
ほ
ど
に
変
貌
さ
せ
た
。
そ
こ
に
は
も
は
や
、
確
実
で
不
変
の
原
理
に
よ
っ
て
動
く
一
存
在
の
代
り

に
、
ま
た
、
作
者
が
魂
に
刻
み
つ
け
た
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
ぬ
厳
か
な
単
純
さ
の
代
り
に
、
理

性
的
に
推
論
し
て
い
る
と
信
ず
る
情
熱
と
、
譫
妄
状
態
に
あ
る
理
解
力
と
の
不
具
的
対
照
が
見
出
さ
れ
る

だ
け
で
あ
る
（
１
）
。
」
し
か
し
も
う
少
し
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
モ
レ
リ
ー
に
と
っ
て
、
私
有
財
産

は
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
。
「
次
の
命
題
の
自
明
性
に
つ
い
て
は
誰
も
争
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い

か
な
る

プ
ロ
プ
リ
エ
テ

所
有

も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
何
で
あ
れ
そ
の
有
害
な
結
果
も
全
く
存
在
し
え
な
い
で
あ
ろ

う
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
」
こ
の
命
題
は
顕
著
な
詭
弁
を
一
つ
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
有
害
な

．
．
．
と
い
う
用
語

の
な
か
に
全
て
含
ま
れ
て
い
る
。
実
際
著
者
が
言
う
よ
う
に
、
い
か
な
る
所
有
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で

は
、
有
害
で
あ
れ
有
益
で
あ
れ
そ
の
結
果
は
存
在
し
え
な
い
。
著
者
は
有
益
．
．
な．
と
い
う
用
語
を
外
し
て
い

る
。
こ
れ
は
命
題
の
意
味
を
す
っ
か
り
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

R
ousseau, D

iscours sur l’origine et les fondem
ents de l’inégalité parm

i les hom
m

es, préface. 
  

ル
ソ
ー
も
ま
た
所
有
に
反
対
す
る
有
名
な
一
節
を
も
っ
て
い
る
（
１
）
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
彼
が
言
う

と
こ
ろ
は
、
所
有
自
体
が
人
間
の
堕
落
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
所
有

の
観
念
は
、
継
起
的
に
し
か
生
じ
え
な
か
っ
た
多
数
の
先
行
諸
観
念
に
依
存
し
て
お
り
、
人
間
精
神
の
中

で
突
如
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
然
の
状
態
の
こ
の

後
の
項
に
到
達
す
る
ま
で
に
は
…
数

多
く
の
前
進
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
」 

 

（
１
） D

isc. Sur l’inég., 

■II  e partie. 

「
あ
る
土
地
を
囲
い
込
ん
で
、
こ
れ
は
私
の
も
の
だ

．
．
．
．
．
．
．
．
と
言
う
こ
と
を
思
い
つ

き
、
こ
れ
を
信
ず
る
ほ
ど
に
単
純
な
人
間
を
見
出
し
た

初
の
人
間
は
文
明
社
会
の
真
の
創
始
者
で
あ
っ
た
。
ど
れ

ほ
ど
多
く
の
犯
罪
、
戦
争
、
殺
人
、
貧
困
、
恐
怖
も
、
棒
杭
を
引
き
抜
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
濠
を
埋
め
な
が
ら
、

同
胞
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
訴
え
る
人
間
を
人
類
か
ら
取
り
除
く
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
こ
の
詐
欺
師
の
言

う
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
せ
よ
。
収
穫
物
は
万
人
の
も
の
で
あ
り
、
土
地
は
誰
の
も
の
で
も

な
い
こ
と
を
貴
方
が
忘
れ
る
な
ら
ば
、
貴
方
は
滅
び
る
。
」 

  

ラ
ン
ゲ
（Linguet

）（
１
）

は
所
有
に
反
対
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
考
え
方
を
発
展
さ
せ
る
。
「
自

然
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
心
の
な
か
で
叫
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
目
に
、
人
間
は
自
由
に
、

そ
し
て
完
全
に
平
等
に
生
れ
て
来
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
…
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
我
々
の
運
命
は
、

共
有
と
い
う
、
全
く
純
粋
な
幸
福
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
所
有
が
す
べ
て
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
っ
た
。
」
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彼
は
「
法
律
が
戦
争
を
生
み
出
す
、
な
ぜ
な
ら
戦
争
そ
れ
自
体
は
所
有
へ
の
愛
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、

所
有
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
さ
ら
に
「
我
々
は

伝
染
病
や
飢
饉
に
よ
る
荒
廃
の
責
め
を
法
律
に
帰
す
る
権
利
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
法
律
が
人
々
を
狭
い
空

間
へ
と
押
し
や
り
、
疾
病
が
そ
う
い
う
所
で
は
き
わ
め
て
速
や
か
に
広
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
」 

 

（
１
） Théorie des lois civiles, 1767. 

  

ラ
ン
ゲ
は
自
ら
の
教
義
を

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト

重
農
主
義
者
の
そ
れ
に
対
置
す
る
。「
私
自
身
の
女
神
、
そ
れ
は
純
粋
で
（
１
）

優
し
い
人
間
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」 

 

（
１
） 

現
今
の
学
者
た
ち
に
対
す
る
回
答
、
あ
る
い
は
、
法
律
理
論
お
よ
び
そ
の
理
論
に
関
す
る
書
簡
の
作
者
の
た
め
の
弁

明
。
（Réponse aux docteurs m

odernes ou apologie pour l’auteur de la théorie des lois et des 
lettres sur cette théorie , 1771, 

■II  e partie, p.118.

） 

  

ブ
リ
ッ
ソ
・
ド
・
ヴ
ァ
ル
ヴ
ィ
ー
ユ
（B

rissot de W
arville

）
は
ご
く
僅
か
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
。

「
排
他
的
所
有
と
は
自
然
に
お
け
る
盗
み
で
あ
る
。
」
よ
き
自
然
は
全
て
を
よ
き
も
の
と
し
て
作
っ
た
。

「
人
々
は
、
自
然
が
す
べ
て
の
存
在
の
あ
い
だ
に
打
ち
立
て
た
均
衡
を
破
壊
し
た
。
平
等
は
一
掃
さ
れ
、

金
持
ち
と
貧
乏
人
と
い
う
い
や
な
区
別
が
現
れ
た
。
社
会
は
二
つ
の
階
級
に
分
割
さ
れ
た
。
所
有
者
市
民

か
ら
成
る
第
一
の
階
級
、
民
衆
か
ら
成
る
よ
り
多
数
の
第
二
の
階
級
、
で
あ
る
。
…
そ
し
て
所
有
の
残
忍

な
権
利
を
堅
固
に
す
る
た
め
に
残
忍
な
刑
罰
が
宣
告
さ
れ
た
。
…
こ
の
権
利
の
侵
害
は
盗
み
と
呼
ば
れ
た
。

…
自
然
状
態

．
．
．
．
に
お
け
る
盗
人
は
金
持
ち
で
あ
り
、
余
計
な
も
の
を
も
つ
者
で
あ
る
。
社
会
．
．
に
お
い
て
は
盗

人
と
は
こ
の
金
持
ち
か
ら
掠
め
取
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
何
た
る
観
念
の
転
倒
か
。
」 

 

別
の
著
者
た
ち
は
さ
ら
に
一
層
特
定
す
る
。
社
会
の
諸
悪
の
原
因
は
聖
職
者
と
王
で
あ
る
。
貴
方
は
宗

教
の
起
源
を
知
り
た
い
と
思
う
か
。「
し
か
し
同
時
に
―
と
コ
ン
ド
ル
セ
は
言
う
（
１
）

―
人
々
か
ら
奪
う
た

め
に
人
々
を
欺
す
術
、
そ
し
て
根
拠
の
な
い
恐
怖
と
希
望
に
基
づ
く
一
権
威
を
、
人
々
の
意
見
に
基
づ
い

て
横
領
す
る
術
が
完
成
さ
れ
た
。
や
が
て
、
よ
り
形
の
整
っ
た
宗
教
、
構
想
が
あ
ま
り
雑
で
は
な
い
信
仰

体
系
が
樹
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
幸
い
な
こ
と
に
、
進
歩
、
す
な
わ
ち
自
然
（
２
）

が
君
臨
す
る
神
殿

パ
ン
テ
オ
ン

の
中
で
顕
著
な
位
置
を
占
め
る
新
し
い
神
が
我
々
か
ら
こ
の
怪
物
を
取
り
除
い
た
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
地
上
で

太
陽
が
、
自
由
で
理
性
以
外
の
主
人
を
認
め
な
い
人
々
し
か
照
ら
さ
な
く
な
る
瞬
間
、
暴
君
と
奴
隷
、
聖

職
者
と
そ
の
愚
か
で
偽
善
的
な
手
先
が
も
は
や
歴
史
と
劇
場
の
中
に
し
か
存
在
し
な
く
な
る
瞬
間
、
彼
ら

の
犠
牲
者
と
彼
ら
に
欺
さ
れ
た
人
々
に
同
情
す
る
た
め
以
外
に
は
、
も
は
や
人
が
そ
う
し
た
も
の
に
か
か

ず
ら
う
こ
と
は
な
く
な
る
瞬
間
が
到
来
す
る
で
あ
ろ
う
（
３
）
。
」 

 

（
１
） 

『
人
間
精
神
進
歩
の
歴
史
的
素
描
』
（Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit 

hum
ain, 

■II  e époque.

） 

（
２
） Proudhon, Syst. des cont. écon., 

■II, p.319.

「
こ
の
世
紀
の
支
配
的
理
念
、
今
日

も
あ
り
ふ
れ
た
公
式

の
理
念
は
進
歩
．
．
の
理
念
で
あ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
以
来
、
社
会
的
信
仰
の
基
礎
と
な
っ
た
進
歩
は
、
か
つ
て
啓
示
．
．
が
果

し
た
の
と
同
じ
役
割
を
人
々
の
精
神
の
な
か
で
果
し
て
い
る
。
進
歩
は
啓
示
を
否
定
す
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
を
翻

訳
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
予
言
は
進
歩
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
哲
学
の
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神
話
で
あ
る
。
」 

（
３
） Loc. cit., X

e époque: D
es progrès futurs de l’esprit hum

ain. 
  

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
「
人
権
宣
言
」
の
草
稿
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
第
一
九

条 

人
民
を
善
良
な
る
も
の

．
．
．
．
．
．
、
高
位
高
官
を
腐
敗
し
や
す

．
．
．
．
．
い
も
の

．
．
．
と
想
定
し
な
い
制
度
は
す
べ
て
欠
陥
を

有
す
る
。
…
第
三
九
条 
王
、
貴
族
、
圧
制
者
は
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
れ
、
地
上
の
君
主
す

な
わ
ち
人
類
に
対
し
て
、
ま
た
宇
宙
の
立
法
者
す
な
わ
ち
自
然
に
対
し
て
反
逆
す
る
奴
隷
で
あ
る
。
」
自
然

嬢
は
「
宇
宙
の
立
法
者
」
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
で
大
い
に
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も

彼
女
は
、
自
身
で
「
反
逆
す
る
奴
隷
」
を
創
造
し
、
次
い
で
彼
ら
を
破
滅
さ
せ
る
と
い
う
自
己
矛
盾
に
対

す
る
非
難
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

未
来
に
で
は
な
く
過
去
、
知
ら
れ
ざ
る
黄
金
時
代
に
理
想
を
求
め
る
著
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
人
が
な

す
べ
き

良
の
こ
と
は
自
然
状
態
に
回
帰
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
難
し
い
、
あ
る
い
は
不
可
能
で

さ
え
あ
る
と
す
れ
ば
、
せ
め
て
出
来
る
限
り
そ
れ
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
手
本
に

す
る
こ
と
の
出
来
る
別
の
モ
デ
ル
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
自
然
状
態
の
え
も
言
わ
れ
ぬ
完
成
に
は
到
達
し

え
て
い
な
い
と
は
い
え
、
僅
か
な
が
ら
そ
れ
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
ス
パ
ル
タ
、
ロ
ー
マ
、

そ
し
て
今
日
で
は
中
国
と
未
開
部
族
で
あ
る
。

良
の
部
類
に
属
す
る
作
家
た
ち
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て

べ
ら
べ
ら
と
し
ゃ
べ
り
散
ら
し
た
埒
も
な
い
話
は
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
人
や
ロ

ー
マ
人
は
彼
ら
の
目
に
は
悲
劇
の
英
雄
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
こ
れ
ら
の
民
族
か
ら
、
歴
史
の

現
実
と
は
い
か
な
る
接
点
も
も
た
な
い
、
異
様
な
、
装
飾
過
剰
の
構
想
を
つ
く
り
上
げ
、
こ
の
全
く
の
、

単
な
る
精
神
の
産
物
に
つ
い
て
際
限
な
く
論
じ
た
の
で
あ
る
。
中
国
は
ま
だ
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
我
ら
が
著
者
た
ち
は
自
由
に
そ
の
想
像
力
を
か
け
巡
ら
せ
、
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
の
な
い

中
国
を
夢
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
未
開
人
に
つ
い
て
は
旅
行
者
の
話
か
ら
知
ら
れ
は
じ
め
て
い
た
。
し

か
し
我
ら
が
著
者
た
ち
は
旅
行
者
の
話
の
な
か
か
ら
、
自
分
た
ち
の
固
定
観
念
を
満
足
さ
せ
喜
ば
せ
る
も

の
だ
け
を
取
り
、
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
故
意
に
目
を
閉
じ
た
。
バ
シ
ヨ
モ
ン
（B

achaum
ont

）（
１
）

が

語
っ
て
い
る
次
の
よ
う
な
逸
話
は
特
徴
的
で
あ
る
。
「
コ
メ
デ
ィ
＝
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
俳
優
た
ち
は
今
日
、

悪
の
出
来
の
新
し
い
悲
劇
、
『
ペ
ル
ー
の

初
の
イ
ン
カ
族
マ
ン
コ
・
カ
パ
ク
』
を
演
じ
た
。
場
合
に
よ

っ
て
は
非
常
に
素
晴
し
い
も
の
に
な
り
え
た
か
も
知
れ
な
い
、
未
開
人
の
役
が
一
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼

は
、
我
々
が
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
や
『
エ
ミ
ー
ル
』
、
『
社
会
契
約
論
』
…
で
、
王
に
つ
い
て
、
自
由

に
つ
い
て
、
人
間
の
権
利
に
つ
い
て
と
り
止
め
も
な
く
読
ん
だ
こ
と
を
、
詩
の
形
で
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
の

で
あ
る
。
…
容
易
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
よ
う
な
大
問
題
を
扱
う
場
面
を
挿
入
す
る
た

め
に
劇
を
作
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
劇
の
た
め
に
場
面
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
（
２
）
。
…
こ
の
悲
劇
は
一
般
に

は
排
斥
さ
れ
、
美
わ
し
い

後
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
不
幸
な
詩
―

初
は
そ
の
滑
稽

さ
の
た
め
に
拍
手
喝
采
さ
れ
、
次
に
は
馬
鹿
連
中
の
熱
狂
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
詩
、
そ
れ
だ
け
で
、
ど

う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
劇
を
立
て
直
し
、
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
『
こ
れ
が
文
明
人
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
れ
が
未
開
人
で
あ
る
！
』
と
、
王
の
息
子
に
対
し
て
大
司
祭
が
振
り
上
げ
た
短
剣
を
、
彼
か
ら
も

ぎ
取
っ
て
未
開
人
が
言
う
の
で
あ
る
。
伝
令
が
直
ち
に
こ
の
悲
劇
の
成
功
を
知
ら
せ
に
赴
い
た
。
…
『
マ

ン
コ
』
は
宮
廷
で
は
今
日
修
正
し
て
、
特
に
四
百
か
ら
五
百
の
詩
句
を
削
除
し
て
演
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
作
品
は
王
制
に
対
立
す
る
非
常
に
強
烈
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
作
者
は
そ
れ
を
緩
和
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
…
（
と
こ
ろ
が
）
『
マ
ン
コ
』
の
せ
り
ふ
は
大
い
に
君
主
の
気
に
入
る
と
こ
ろ
と
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な
っ
た
。
」
こ
の
愚
作
を
賞
讃
し
た
エ
リ
ー
ト
は
三
〇
年
後
に
彼
ら
を
待
っ
て
い
た
運
命
に
全
く
の
と
こ
ろ

ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 （

１
） M

em
oires secrets, juin 1763. 

（
２
） 

社
会
派

．
．
．
と
言
わ
れ
て
い
る
多
く
の
劇
に
つ
い
て
も
今
日
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
ら
は
現
在
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

に
ず
い
分
気
に
入
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

ル
ソ
ー
は
未
開
人
に
つ
い
て
彼
自
身
の
想
像
に
よ
っ
て
描
写
し
、
そ
の
う
え
、
想
像
の
産
物
で
あ
る
こ

と
を
全
く
正
直
に
認
め
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
無
視
す
る
と
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら

事
実
は
少
し
も
問
題
の
本
質
に
触
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
な
し
う
る
研
究
は
、
歴
史

的
真
実
と
見
做
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
た
だ
仮
説
的
条
件
的
推
論
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

仮
説
的
条
件
的
推
論
は
、
問
題
の
真
の
起
源
を
示
す
こ
と
よ
り
も
、
事
柄
の
本
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
適

し
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）
。
」
諸
事
実
は
、
未
開
人
の
生
活
ほ
ど
悲
惨
な
も
の
は
な
く
、
彼
ら
の
平
均
寿
命

は
き
わ
め
て
短
く
、
彼
ら
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
不
善
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
ル
ソ
ー
は
、
未
開
人
は
き
わ
め
て
幸
福
で
あ
り
、
き
わ
め
て
健
康
か
つ
頑
健
で
あ
る
こ
と
を
論
証

的
根
拠
（raison dém

onstrative

）
に
よ
っ
て
証
明
す
る
。
「
も
し
自
然
が
我
々
に
健
康
で
あ
る
こ
と
を

運
命
づ
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
省
察
の
状
態
は
自
然
に
反
す
る
状
態
で
あ
り
、
瞑
想
に
ふ
け
る
人
間
は
倒
錯

的
な
動
物
で
あ
る
と
私
は
敢
え
て
言
い
た
い
く
ら
い
で
あ
る
」
（loc. cit., I er part

）
。
「
人
間
は
自
分
自

身
で
手
に
入
れ
た
も
の
以
外
の
悪
は
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
。
…
」
（loc. cit., notes

）
。
彼
は
旅
行
家
の
語

る
類
人
猿
は
「
真
の
未
開
人
」
で
は
な
い
か
、
「
そ
の
種
族
は
ず
っ
と
大
昔
に
森
の
中
に
散
り
散
り
に
な
っ

て
、
そ
の
潜
在
能
力
を
発
展
さ
せ
る
機
会
を
全
く
も
た
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
表
明

す
る
。
こ
の
よ
う
な
全
く
現
実
味
の
な
い
詠
嘆
調
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
一
八
九
五
年
ラ
フ
ァ
ル
グ

氏
は
い
ま
だ
に
未
開
人
を
賞
讃
し
て
い
る
。
彼
は
未
開
人
の
中
に
「
大
い
に
自
慢
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト

教
の
慈
善
や
そ
れ
に
劣
ら
ず
有
名
な
哲
学
的
博
愛
を
全
く
ば
か
ば
か
し
く
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
友
愛
感
情

や
鷹
揚
さ
」
を
見
て
い
る
。
「
こ
の
高
貴
な
資
質
は
、
未
開
民
族
が
い
ま
だ
ア
ル
コ
ー
ル
、
キ
リ
ス
ト
教
、

粗
暴
な
金
も
う
け
主
義
、
そ
し
て
文
明
の
悪
疫
に
よ
っ
て
腐
敗
さ
せ
ら
れ
る
以
前
の
彼
ら
を
知
っ
て
い
た

人
々
の
感
嘆
を
呼
び
起
し
た
（
２
）
。
」 

 

（
１
） D

isc. Sur l’orig. et les fond. de l’inég., au com
m

encem
ent. 

（
２
） La propriété, origine et évolution, thèse com

m
uniste, par Paul Lafargue, réfutation par Yves 

G
uyot , p.333-334. 

イ
ヴ
・
ギ
ュ
イ
ヨ(Yves G
uyot)

氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

原
住
民
は
、
突
き
出
た
腹
、
ひ
ょ
ろ
長
い
四
肢
、
ふ
く
ら
は
ぎ
の
斑
点
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
す
れ
ば
白
痴
の
脳
を

も
っ
て
い
る
。
彼
は
我
が
市
民
階
級
の
平
均
的
な
人
物
と
格
闘
す
る
と
な
れ
ば
、
悲
し
そ
う
な
顔
を
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
原
始
部
族
は
す
べ
て

も
お
ぞ
ま
し
い
不
潔
の
う
ち
に
あ
り
、
寄
生
虫
に
む
さ
ぼ
り
食
わ
れ
、
逆

に
彼
ら
の
方
も
寄
生
虫
を
む
さ
ぼ
り
食
い
、
潰
瘍
と
皮
膚
病
に
蝕
ま
れ
て
い
る
。
…
ル
ア
プ
ラ
河
の
ほ
と
り
に
あ
る

ル
ン
ダ
の
村
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ジ
ロ
ー
氏
は
少
量
の
蜂
蜜
と
白
蟻
し
か
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
奥
地
に

上
っ
て
、
モ
エ
ロ
湖
の
ほ
と
り
で
は
彼
は
、
水
の
中
で
た
た
き
な
が
ら
煮
立
て
ら
れ
た
ミ
オ
ン
ボ
の
葉
の
組
織
の
よ

う
に
な
っ
て
、
や
せ
こ
け
、
皮
膚
が
蝋
の
よ
う
に
透
き
通
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
間
た
ち
に
出
会
っ
た
。
…
ア
メ
リ

カ
の
探
検
家
ス
ク
ー
ル
ク
ラ
フ
ト
（
一
七
九
三
―
一
八
六
四
）
は
、
狩
猟
で
生
活
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
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ン
は
そ
れ
ぞ
れ
七
八
平
方
マ
イ
ル
を
必
要
と
す
る
と
計
算
し
て
い
る
。
フ
ィ
ツ
ロ
イ
提
督
に
よ
れ
ば
、
一
人
の
パ
タ

ゴ
ニ
ア
人
に
つ
き
六
八
平
方
マ
イ
ル
が
必
要
で
あ
る
。
オ
ー
ル
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
氏
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原

住
民
は
そ
の
悲
惨
な
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
五
八
平
方
マ
イ
ル
を
必
要
と
す
る
。
ベ
ル
ギ
ー
は
一
平
方

マ
イ
ル
ご
と
に
五
〇
〇
人
の
住
民
を
有
す
る
。
」 

  

社
会
は
自
然
の
産
物
を
破
壊
し
、
人
間
を
腐
敗
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
（
１
）
。
不
幸
な
こ
と
に
悪
は
も
は
や
治
る
見
込
み
の
な
い
点
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
マ
ブ
リ
ー
は
、
諸

条
件
の
平
等
を
回
復
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
。
「
悪
は
今
日
で
は
、
そ
れ
を
治
そ
う
と
希
望
す

る
に
は
余
り
に
根
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
」
ル
ソ
ー
も
同
じ
見
解
で
あ
り
、
彼
は
彼
の
詠
嘆
か
ら
、
「
社

会
を
破
壊
し
、
君
の
も
の
、
僕
の
も
の
と
い
っ
た
関
係
を
根
絶
し
、
森
の
中
で
熊
と
い
っ
し
ょ
に
生
活
し

に
戻
る
（
２
）
」
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
結
論
を
人
々
が
引
き
出
し
か
ね
な
い
こ
と
に
憤
慨
し
さ
え
す
る
。
そ

う
し
た
こ
と
は
ひ
と
り
エ
リ
ー
ト
の
み
が
な
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
貴
方
の
獲
得
し
た

も
の
、
貴
方
の
安
ら
ぎ
を
得
な
い
心
、
貴
方
の
腐
敗
し
た
心
と
途
方
も
な
い
欲
望
を
町
の
中
に
捨
て
て
い

く
こ
と
の
で
き
る
貴
方
は
、
貴
方
の
昔
の

初
の
単
純
無
垢
を
取
り
戻
し
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
貴

方
の
決
断
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
森
へ
行
き
な
さ
い
。
…
激
し
い
情
念
が

初
の
単
純
さ
を
永
遠

に
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
私
と
同
類
の
人
間
た
ち
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
徳
を
実
行
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
社
会

の
中
で
生
き
る
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
し
か
し
彼
ら
は
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
多

く
の
尊
敬
す
べ
き
人
々
の
助
け
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
関
係

コ
ン
ス
テ
ィ

構

造

テ
ュ
ー
シ
ョ
ン

を
な
い
が
し
ろ
に

す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
し
か
し
彼
ら
の
あ
ら
ゆ
る
注
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
か
け
の
利
益
以

上
の
実
際
上
の
大
き
な
不
幸
が
依
然
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
」 

 

（
１
） R

ousseau, D
isc. sur l’inég., note 9.

「
人
間
は
た
ち
の
悪
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不
断
の
悲
し
い
経

験
か
ら
し
て
証
明
を
要
し
な
い
。
と
は
言
え
人
間
は
生
来
的
に
は
善
良
な
存
在
で
あ
り
、
私
は
そ
の
こ
と
を
証
明
し

え
た
と
信
ず
る
。
な
ら
ば
、
人
間
の
関

係

コ
ン
ス
テ
ィ

構

造

テ
ュ
ー
シ
ョ
ン

に
生
じ
た
変
化
、
人
間
の
成
就
し
た
進
歩
、
彼
が
獲
得
し
た
知

識
以
外
の
一
体
何
が
彼
を
こ
こ
ま
で
堕
落
さ
せ
え
た
の
か
。
人
間
社
会
に
つ
い
て
好
き
な
だ
け
感
嘆
す
る
と
し
て
も
、

社
会
が
人
々
を
し
て
、
彼
ら
の
利
益
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
必
ず
や
相
互
に
憎
悪
せ
し
め
る
に
至
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
…
」 

（
２
） R

ousseau, D
isc, sur l’org., etc., note 9. 

  

同
様
に
プ
ラ
ト
ン
は
、

も
完
全
な
国
家
と
は
財
産
、
婦
人
、
子
供
、
全
て
が
共
有
さ
れ
る
国
家
で
あ

る
と
説
明
す
る
（
１
）
。
し
か
し
も
し
こ
の
水
準
の
完
成
度
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
別
の

モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
『
法
律
』
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
従
う
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
は
我
々
に
第
三
の
モ
デ
ル
を
知
ら
せ
る
こ
と
さ
え
約
束
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
著
作
を

も
の
さ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
た
と
え
彼
が
そ
れ
を
書
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
我
々
に
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
次
の
こ
と
を
証
明
す
る
。
す
な
わ
ち
「
国
家
は
そ
の

構
成
員
に
対
し
て
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
全
財
産
の
主
人
で
あ
り
、
社
会
契
約
は
国
家
に
お
い

て
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
基
礎
を
な
す
。
」
し
か
し
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
「
こ
の
譲
渡
に
お
け
る
特
異
性

は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
人
の
財
産
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て

コ
ミ
ュ
ノ
テ

財
産
共
有
は
個
々
人
か
ら
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財
産
を
剥
奪
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
財
産
共
有
は
た
だ
彼
ら
個
々
人
に
財
産
の

レ
ジ
テ
ィ
ー
ム

合
法
的
な

ポ
セ
ツ
シ
オ
ン

占
有

を
保

証
し
、

ユ
ジ
ュ
ル
パ
シ
オ
ン

権
利
侵
害
を
真
の
権
利
に
変
え
、
使
用
権
を
所
有
権
に
変
え
る
だ
け
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
」
大
部
分
の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
現
実
性
を
欠
い
た
抽
象
を
喜
ぶ
。 

 

（
１
） 

D
e leg., v, p.739-740. 

  

ル
ソ
ー
も
『
政
治
経
済
論
』
（D

iscours sur l’econom
ie politique

）
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
経
済
科
学
の
題
材
を
見
出
し
得
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
失
望
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に

は
、
政
治
と
税
金
の
問
題
が
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
現
代
の
社
会
有
機
体

．
．
．
論
者
の
先
駆
者

で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
今
日
に
お
け
る

も
有
名
な
代
表
者
は
ノ
ヴ
ィ
コ
フ
氏
で
あ
る
（
１
）
。
「
個
々
に
見

た
場
合
の
政
治
体
は
、
生
き
も
の
で
あ
り
人
間
の
身
体
に
類
似
し
た
組
織
体
（corps organisé

）
と
見
做

す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

高
権
力
は
頭
に
相
当
す
る
。
法
律
と
慣
習
は
脳
で
あ
り
、
神
経
の
原

理

プ
ラ
ン
シ
ー
プ

で
あ

り
、
判
断
力
、
意
思
、
感
覚
の
中
枢
で
あ
り
、
判
事
と
行
政
官
は
諸
器
官
で
あ
る
。
商
業
、
産
業
、
農
業

は
共
同
の
生
存
を
調
整
す
る
口
と
胃
で
あ
る
。
国
家
財
政
は
血
液
で
あ
り
、
賢
明
な
経
済
．
．
（économ

ie

）

は
心
臓
の
働
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
身
に
栄
養
と
生
気
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
べ
く
血
液
を
送
り
出
す
。

市
民
は
、
機
構
を
動
か
し
生
か
し
働
か
せ
る
、
身
体
と
四
肢
で
あ
る
」
と
ル
ソ
ー
は
言
う
。 

 

（
１
） La théorie organique des sociétés, défense de l’organism

e, Paris G
iard et B

rière, 1899. 

  

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
せ
い
ぜ
い
あ
る
種
の
事
物
を
よ
り
明
瞭
に
理
解
さ
せ
る
の
に
役
立
ち
得
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
真
理
の
発
見
の
た
め
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
と
生
物
と
の
あ
い
だ

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

類
似
は
、
次
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
論
証
を
支
え
る
た
め
で
あ
る
。
曰
く
、「
生
物
体
は
属
性
Ａ
を
有
す
る
。

社
会
は
生
物
体
に
類
似
し
て
い
る
。
故
に
社
会
も
ま
た
属
性
Ａ
を
有
す
る
。
」
こ
の
論
理
が
証
明
力
を
有
す

る
の
は
、
生
物
体
と
社
会
と
の
あ
い
だ
に

ア
ナ
ロ
ジ
ー

類
似
が
存
在
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

イ
ダ
ン
テ
ィ
テ

同
一
性
も
ま
た
存
在
す

る
と
い
う
場
合
の
み
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
類
似
が
存
在
す
る
場
合
に
は
差
異
も
ま
た
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
は
誰
も
否
定
し
な
い
。
こ
の
事
情
は
右
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
論
証
か
ら
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
剥
奪

す
る
。
な
ぜ
な
ら
属
性
Ａ
こ
そ
が
ま
さ
に
差
異
の
一
つ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト

重
農
主
義
者
を
別
に
す
れ
ば
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
そ
の
他
の
著
作
家
た
ち
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

経
済
組
織
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
組
織
に
没
頭
し
て
い
た
。
経
済
組
織
に
つ
い
て
は
彼
ら
は
新
し
い
思
想
は

ほ
と
ん
ど
何
も
持
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
プ
ラ
ト
ン
を
模
倣
す
る
か
、
あ
る
い
は
粗
雑
な
財
の
共
有
、
時

に
婦
人
の
共
有
を
主
張
す
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

モ
レ
リ
ー
は
結
婚
と
家
族
を
承
認
し
、
法
律
に
よ
っ
て
、
結
婚
適
齢
期
の
全
市
民
が
結
婚
す
る
よ
う
に

義
務
づ
け
る
こ
と
さ
え
望
ん
で
い
る
。
今
日
で
は
ピ
オ(Piot)

氏
が
こ
の
す
ば
ら
し
い
計
画
を
取
り
上
げ
、

フ
ラ
ン
ス
人
が
結
婚
し
子
供
を
つ
く
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
た
め
に
か
な
り
複
雑
な
法
体
系
を
提
案
し
た
。

モ
レ
リ
ー
の
体
系
は
も
っ
と
論
理
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
彼
は
成
人
の
生
存
条
件
に
も
心
を
向
け
て
い

る
の
に
対
し
て
、
ピ
オ
氏
の
方
は
子
供
た
ち
が
成
人
に
な
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
し
て
生
計
を
立
て
得

る
か
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
は
全
く
せ
ず
に
、
可
能
な
限
り
多
数
の
子
供
を
生
ま
れ
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
、
人
口
減
少
と
闘
お
う
と
す
る
立
法
者
た

ち
の
作
品
を
貪
り
食
う
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
実
の
な
い
料
理
、
画
餅
と
い
う
も
の
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で
あ
る
。
社
会
の
経
済
組
織
に
つ
い
て
モ
レ
リ
ー
が
提
案
し
た
法
律
は
少
な
く
と
も
簡
明
さ
と
い
う
長
所

を
も
っ
て
い
る
。
「
一
．
社
会
に
お
け
る
何
物
も
、
と
り
わ
け
所
有
と
し
て
は
、
誰
に
も
属
す
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
自
ら
の
必
要
や
楽
し
み
の
た
め
、
あ
る
い
は
日
々
の
仕
事
の
た
め
に
現
実
に
使
用

し
て
い
る
物
は
除
く
。
二
．
全
て
の
市
民
は
公
人
で
あ
り
、
公
共
の
負
担
に
お
い
て
食
を
給
さ
れ
扶
養
さ

れ
る
。
三
．
全
て
の
市
民
は
、
そ
の
能
力
、
才
能
、
年
令
に
従
っ
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
応
分
の
貢
献

を
な
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
原
理
に
も
と
づ
き
彼
の
義
務
は
配
分
の
規
則
に
従
っ
て
規
制
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
」
不
幸
な
こ
と
に
、
規
定
し
適
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
は
こ
の
配
分
の
規
則
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
モ
レ
リ
ー
が
我
々
に
言
う
こ
と
は
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
彼
は
正
確
に
人
口
を
数
え
上
げ
、
一
〇

と
い
う
数
字
と
そ
の
倍
数
は
土
地
及
び
人
の
あ
ら
ゆ
る
分
割
に
お
け
る
区
切
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
。

も
し
別
の
数
、
例
え
ば
一
二
が
採
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
生
産
は
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
ま
さ
に

こ
の
点
こ
そ
が
原
理
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
各
地
方
に
は
、
都
市
の
住
民
に
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
な

も
の
の
量
に
比
例
し
た
、
一
定
数
の
労
働
者
―
彼
ら
は
過
労
し
て
は
な
ら
な
い
―
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
労
働
者
た
ち
が
働
け
る
た
め
に
、
ま
た
彼
ら
の

労
働
が
ほ
ん
と
う
に
有
用
で
あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
改

革
者
た
ち
は
す
べ
て
、
些
末
な
細
部
を
念
入
り
に
調
整
す
る
こ
と
に
ぐ
ず
ぐ
ず
と
時
間
を
か
け
、
彼
ら
が

解
決
す
べ
き
経
済
的
課
題
に
つ
い
て
の
遠
大
な
構
想
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。 

 

デ
ィ
ド
ロ
は
自
由
恋
愛
を
説
く
（Supplé. au voy. de Bougainville
）
。
結
婚
は
「
婦
人
の
占
有
を
所

有
に
変
え
た
男
性
の
専
制
で
あ
る
。
」
彼
は
今
日
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

．
．
．
．
．
．
の
尊
敬
す
べ
き
先
駆
者
で
あ
る
。

ブ
リ
ソ
・
ド
・
ワ
ル
ヴ
ィ
ル
（B

rissot de W
arville

）
は
叫
ぶ
。
「
自
然
の
人
間
よ
、
さ
れ
ば
汝
の
意
志

に
従
い
、
汝
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
聴
け
。
そ
れ
は
汝
の
唯
一
の
主
人
で
あ
り
、
唯
一
の
指
導
者
で
あ
る
。

素
晴
し
い
も
の
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
汝
の
血
管
の
中
で
、
秘
密
の
炎
が
燃
え
上
が
る
の
を
汝
は
感
ず

る
こ
と
が
で
き
る
か
。
…
自
然
．
．
は
語
っ
た
。
こ
の
素
晴
し
い
も
の
は
汝
の
も
の
で
あ
る
。
味
わ
う
が
よ
い
。

汝
の
愛
撫
は
罪
が
な
く
、
汝
の
接
吻
は
清
ら
か
で
あ
る
。
愛
情
は
、
飢
え
が
所
有
の
唯
一
の
資
格
で
あ
る

よ
う
に
、
官
能
の
喜
び
の
唯
一
の
資
格
で
あ
る
。
」
（Biblioth. phil., V

I, p.284.

） 
 

我
々
は
い
ま
主
観
的
現
象
を
叙
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
客
観
的
現
象
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
。
客
観

的
現
象
は
単
純
に
新
し
い
エ
リ
ー
ト
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
の
出
現
で
あ
っ
た
。
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
旧

エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
替
っ
た
。
旧
エ
リ
ー
ト
は
日
を
追
っ
て
醜
悪
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
彼
ら
の
特

権
を
防
衛
す
る
に
は
あ
ま
り
に
衰
弱
し
て
い
た
。
今
日
で
も
、
同
じ
原
因
が
同
じ
結
果
を
再
び
生
み
出
し

て
い
る
。
衰
弱
し
堕
落
し
た
エ
リ
ー
ト
は
そ
の
馬
鹿
げ
た
感
傷
癖
に
よ
っ
て
、
残
っ
て
い
る
僅
か
の
精
力

を
も
破
壊
し
て
し
ま
う
。
エ
リ
ー
ト
が
そ
の
感
情
を
表
明
す
る
形
式
だ
け
は
僅
か
に
変
化
し
た
。
彼
ら
は
、

一
八
世
紀
終
わ
り
の
上
流
階
級
が
ボ
リ
ユ
ー
（B

eaurieu

）
の
『
自
然
の
生
徒
』
（L’Elève de la N

ature

）

の
よ
う
な
作
品
を
賞
讃
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
シ
ャ
ト
ー
・
テ
ィ
エ
リ
の
高
名
な
判
事
の
判
決
を
賞
讃

す
る
。
今
日
読
者
に
喜
ば
れ
て
い
る
多
数
の
著
作
は
（
１
）
、
多
分
一
世
紀
も
た
て
ば
、
過
去
の
世
紀
の
感
傷

癖
に
つ
い
て
我
々
が
感
ず
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
良
識
を
欠
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
２
）
。

一
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
の
形
而
上
学
的
思
弁
は
、
社
会
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
上
ま
で
は
影
響
を
及
ぼ
さ

な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
民
衆
に
も
ほ
と
ん
ど
達
し
な
か
っ
た
。
民
衆
は
よ
り
直
接
的
な
、
よ
り
具
体
的

可
触
的
な
、
よ
り
個
人
的
な
行
為
動
機
を
も
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
革
命
的
感
情
は
、
形
而
上
学
的
思
弁
の

結
果
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
頂
上
を
除
く
上
流
階
級
の
み
が
そ
の
影
響
を
蒙
っ
た
。

そ
の
影
響
は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
、
彼
ら
が
ま
だ
も
っ
て
い
た
抵
抗
力
を
弱
め
、
そ
し
て
彼
ら
に
ま
だ
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残
さ
れ
て
い
た
僅
か
ば
か
り
の
精
力
を
彼
ら
か
ら
奪
う
結
果
と
な
っ
た
。 

 

（
１
） L.W

uarin 

教
授
は
経
済
的
観
点
か
ら
、
役
に
も
立
た
ぬ
子
供
っ
ぽ
い
感
傷
性
の
申
し
分
の
な
い
一
例
を
引
い
て
い

る
。U

ne vue d’ensem
ble de la question sociale, p.238-239. 

（
２
） 

あ
る
社
会
の
中
で
働
い
て
い
る
感
情
は
文
学
に
反
映
す
る
。
文
学
は
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
の
中
で
働
い
て
い
る
感
情
を

我
々
に
知
ら
し
め
る
た
め
の
一
要
素
で
あ
る
。 

ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
ェ
（Paul B

ourget

）
氏
は
一
九
〇
一
年 The Critic 

に
、
小
説
家
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ

ー
に
つ
い
て
の
、
特
に
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
し
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
は
過
去

及
び
同
時
代
の
大
衆
の
感
情
を
表
現
す
る
資
質
に
お
い
て
抜
き
ん
出
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
彼
は
指
摘
す
る
。
彼

は
フ
ラ
ン
ス
全
体
と
時
を
同
じ
く
し
て
王
党
主
義
者
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
以
降
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
ほ
め
そ
や
し

た
。
一
八
四
八
年
に
は
彼
は
民
主
主
義
者
で
あ
っ
た
。
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
は
当
時
も
い
ま
も
流
行
し
て
い
る
ジ

ャ
コ
バ
ン
神
秘
主
義
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
。 

  

今
日
で
も
全
く
同
じ
よ
う
な
現
象
が
観
察
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
は
ほ
と
ん
ど
全
く
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
性
格
は
、
大
衆
を
し
て
持
て
る
階
級
の
財
産
を
収
奪
し
よ
う
と
欲
せ
し

め
る
感
情
の
、
原
因
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
文
学
の
結
果
を
蒙
る
の

は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
持
て
る
階
級
で
あ
り
、
こ
う
し
た
文
学
は
持
て
る
階
級
の
抵
抗
を
阻
止
す
る
の
に

寄
与
す
る
の
で
あ
る
。 

 

「
羊
小
屋
で
眠
っ
て
い
て
目
が
覚
め
る
と
羊
が
狼
に
変
わ
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
は
い
た
ま
し
い
こ

と
だ
」
と
テ
ー
ヌ
は
言
う
（
１
）
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
自
由
恋
愛
や
財
産
共
有
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
上
流

階
級
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
人
々
は
哲
学
、
経
済
学
、
と
り
わ
け
人
間
性
に
つ
い
て
、
そ
し
て
善
良
な

人
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
方
法
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
ば
か
り
い
た
。
善
良
な
人
民
と
い
う
言
葉
は
あ
ら

ゆ
る
人
々
の
口
に
上
っ
て
い
た
。
」
（D

e Vaublancs, Souvenirs, I

）
こ
れ
は
今
日
で
も
同
じ
で
あ
る
。

そ
し
て
今
日
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
目
覚
め
は
恐
ら
く
、
昔
の
貴
族
階
級
の
目
覚
め
と
同
じ
く
陽
気
な
も

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
） Taine, L’anc. rég., p.311. 

  

こ
れ
は
一
般
に
起
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
旧
貴
族
階
級
か
ら
財
産
を
奪
い
そ
の
地
位
を
自
分
の
も
の

に
す
る
た
め
に
人
民
を
利
用
し
た
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
、
財
産
の
共
有
を
樹
立
し
よ
う
と
は
全
然
思
わ
な

か
っ
た
。
彼
ら
は
勝
利
の
後
で
ラ
イ
オ
ン
の
側
に
ま
わ
る
の
が
よ
い
と
判
断
し
た
。
現
代
の
社
会
主
義
者

た
ち
は
こ
の
現
象
に
十
分
気
づ
い
て
お
り
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に

対
す
る
激
し
い
非
難
に
は
真
実
な
も
の
が
存
在
す
る
。
現
在
全
く
類
似
し
た
現
象
が
起
り
は
じ
め
て
い
る
。

「
人
間
性
」
と
い
う
理
念
の
素
晴
し
さ
に
気
絶
し
、
不
幸
な
人
々
、
娼
婦
た
ち
に
対
す
る
慈
愛
心
に
よ
っ

て
涙
し
、
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
た
わ
言
を
し
ゃ
べ
り
散
ら
す
善
良
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
は
、
一
般
の

幸
福
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
彼
ら
自
身
の
没
落
と
新
し
い
エ
リ
ー
ト

の
出
現
を
準
備
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
新
し
く
登
場
す
る
エ
リ
ー
ト
は
、
一
九
世
紀
は
じ
め
に
権

力
に
つ
い
た
エ
リ
ー
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
ら
の
利
益
を
考
え
、
さ
ら
に
ラ
イ
オ
ン
の
側

に
ま
わ
り
、
「
名
も
な
く
貧
し
き
者
た
ち
」
を
軛
の
下
に
置
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

バ
ブ
ー
フ
の
陰
謀
は
指
導
者
の
約
束
を
真
面
目
に
受
け
取
る
と
い
う
ま
ち
が
い
を
犯
し
た
人
々
に
よ
っ
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て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
１
）
。
陰
謀
加
担
者
の
う
ち
の
二
人
、
ボ
ド
ソ
ン
と
バ
ブ
ー
フ
は
モ
レ
リ
ー
の
『
自

然
の
法
典
』
（Code de la nature

）
に
心
酔
し
て
い
た
。
裁
判
官
の
前
で
バ
ブ
ー
フ
は
「
人
民
が
抑
圧
さ

れ
て
い
る
と
き
に
は
、
反
乱
暴
動
は
た
と
え
部
分
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
正
当
か
つ
必
然
的
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
た
。
そ
し
て
自
ら
の
論
証
と
マ
ブ
リ
ー
の
権
威
に
よ
り
つ
つ
、
『
反
乱
暴
動
が
合
法
で
あ
る
の
は

そ
れ
を
敢
行
す
る
の
が
全
市
民
で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
る
』
と
言
っ
た
国
家
訴
追
官
の
眠
く
な
る
よ
う
な

ろ
く
で
も
な
い
教
義
を
完
全
に
論
駁
し
た
。
ま
さ
か

．
．
．
（jam

ais

）
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
ま
し
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
（
２
）
。
」
バ
ブ
ー
フ
と
そ
の
共
犯
者
は
、
こ
の
よ
う
な
教
義
が
有
益
な
の
は
、
一
方
の
エ
リ
ー
ト
が
取
っ

て
替
ろ
う
と
し
て
い
る
も
う
一
方
の
エ
リ
ー
ト
の
権
力
を
根
底
か
ら
つ
き
崩
す
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
と
き
の
み
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。 

 

（
１
） Ph. B

uonarroti, Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf, B
ruxelles, 1828, 

■II, p.94

（
無
罪
証

明
書
類
）。
「
こ
の
よ
う
な
諸
権
利
に
つ
い
て
人
民
を
踏
み
つ
け
に
す
る
た
め
に
の
み
、
ま
た
君
た
ち
の
主
権
に
つ
い

て
そ
れ
を
濫
用
す
る
た
め
に
の
み
語
る
人
間
た
ち
の
野
心
に
よ
っ
て
、
愛
さ
れ
る
人
々
、
脅
か
さ
れ
る
人
々
、
引
き

上
げ
ら
れ
る
人
々
、
貶
め
ら
れ
る
人
々
、
…
」 

バ
ブ
ー
フ
の
教
義
は
決
し
て
形
而
上
学
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
質
的
に
実
践
的
で
あ
り
、
む
き
出
し
の
粗
暴
な

欲
望
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
れ
を
こ
の
章
か
ら
は
ず
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
教
義
は
、

民
衆
意
識
が
形
而
上
学
的
体
系
を
包
含
す
る
形
式
を
表
現
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
体
系
と
結
び
つ
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
体
系
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
、
我
々
が
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
女
の
集
会
』

やC
héron

の
試
行
的
実
践
に
つ
い
て
述
べ
た
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
。 

（
２
） B

uonarroti, loc.cit., 

■II, p.42. 

一
九
〇
一
年
五
月
一
四
日
、
フ
ラ
ン
ス
議
会
は
「
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
の

宣
言
の
掲
示
を
目
的
と
す
る
決
議
」
に
つ
い
て
投
票
し
た
。
投
票
に
先
立
っ
て
議
会
は
こ
の
人
間
の
権
利
に
つ
い
て

の
宣
言
の
朗
読
を
聴
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
三
五
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
政
府
が
人
民
の
権
利
を
侵
害

す
る
場
合
に
は
、
反
乱
が
人
民
及
び
人
民
の
各
部
分
に
と
っ
て

も
神
聖
な
権
利
で
あ
り
、

も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

義
務
で
あ
る
。
」
こ
の
条
項
に
対
し
て
議
会
か
ら
与
え
ら
れ
た
支
持
賞
讃
を
第
二
の
バ
ブ
ー
フ
が
真
面
目
に
受
け
取

る
気
を
お
こ
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。 

  

陰
謀
の
指
導
者
た
ち
は
彼
ら
の
ま
わ
り
に
一
定
数
の
熱
狂
者
を
集
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
熱
狂
者
た

ち
は
他
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
に
比
べ
て
道
徳
的
に
低
い
わ
け
で
は
た
し
か
に
な
か
っ
た
。
こ
の
愚
直
な
改
革
者

た
ち
は
明
ら
か
に
遅
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
一
七
九
七
年
の
時
点
で
、「
専
制
君
主
」
の
時
代
に
の
み
通
用
し

て
い
た
教
義
を
公
言
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
行
者
の
例
に
な
ら
っ
て
、
彼
ら
は
敵
対
者
を
死

に
よ
っ
て
追
い
払
お
う
と
し
た
。
ブ
オ
ナ
ロ
ツ
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
言
う
（I, p.196

）
。
「
反
乱
者
の
委
員

会
が
人
民
裁
判
―
委
員
会
は
主
要
な
罪
人
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
国
務
会
議
の
メ
ン
バ
ー
及
び
執
行
政
府
メ

ン
バ
ー
を
こ
れ
に
付
そ
う
と
し
て
い
た
―
に
つ
い
て
作
り
上
げ
た
見
解
を
知
ら
せ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
罪
は
明
白
で
あ
っ
た
。
罰
は
死
で
あ
っ
た
。
大
き
な
見
せ
し
め
が
必
要
で
あ
っ
た
…
（p.197

）
。

反
乱
者
の
委
員
会
で
は
、
受
刑
者
は
宮
殿
の
瓦
礫
の
下
に
埋
め
る
べ
き
で
あ
り
、
瓦
礫
の
破
片
は
受
刑
者

の

も
遠
い
子
孫
に
も
平
等
の
敵
に
対
し
て
下
さ
れ
た
正
当
な
罰
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
見
解
が
存
在
し
た
。
」
同
じ
筆
者
は
「
人
民
裁
判
に
関
す
る
判
決
草
案
」(

■II, p.258)

を
転
載
し

て
い
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
反
乱
者
公
安
委
員
会
は
、
不
実
の
受
託
者
及
び
国

家
主
権
の
簒
奪
者
の
処
罰
は
全
人
民
に
対
す
る
反
逆
者
担
当
部
門
の
第
一
の
義
務
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
…
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以
下
の
如
く
判
決
す
る
。
第
一
項
。
二
つ
の
国
務
会
議
及
び
執
行
政
府
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
主
権
簒
奪
及

び
専
制
は
明
白
で
あ
る
。
法
は
人
民
の
主
権
の
簒
奪
者
を
死
刑
に
処
す
る
。
…
」
し
か
し
陰
謀
が
発
覚
し

た
と
き
バ
ブ
ー
フ
は
調
子
を
変
え
る
。
監
獄
か
ら
彼
は
執
行
政
府
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
愛
国

者
た
ち
の
企
図
の
性
格
に
十
分
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
彼
ら
が
貴
方
が
た
の
死
を
願
っ
て
い
た
と
い

う
事
実
を
、
貴
方
が
た
は
彼
ら
の
企
画
か
ら
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
も
そ
の
よ
う
に

公
表
し
た
こ
と
は
故
な
き
誹
謗
中
傷
で
あ
り
ま
す
。
私
と
し
て
は
彼
ら
が
貴
方
が
た
の
死
を
願
っ
て
い
な

か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
ら
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
道
と
は
別
の
道
を
進
む
こ
と
を
欲
し
て

い
ま
し
た
。
彼
ら
は
決
し
て
血
を
欲
し
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
１
）
。
」
バ
ブ
ー
フ
は
平
等
に
対
す
る
と
同

じ
ほ
ど
の
熱
情
を
真
理
に
対
し
て
も
持
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

 

（
１
） B

uonarroti, loc. cit., 

■II, p.5. 

バ
ブ
ー
フ
は
文
体
に
つ
い
て
さ
え
遅
れ
て
い
る
。
彼
の
弁
明
は
文
飾
過
剰
の

決
ま
り
文
句
で
満
た
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
初
期
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
者
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
「
た
と
え
斧
が
私
の
頭
に
迫
っ
て
い
て
も
、
先
発
警
士

．
．
．
．
（licteur, 

古
代
ロ
ー
マ
に
固
有
の
こ
と
ば
）
は
全
く

覚
悟
の
決
っ
て
い
る
私
を
見
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
徳
の
大
義
の
た
め
に
死
す
る
こ
と
は
光
栄
で
あ
る
。
…

tarpéienne

の
岩
は
い
つ
も
私
の
目
に
映
っ
て
い
る
。
…
」
（loc. cit. 

■II, p.54

）
彼
は
全
く
自
ら
の
権
限
で
自

分
の
た
め
に
護
民
官

．
．
．
を
つ
く
っ
た
。
「
私
は
定
期
的
文
書
と
い
う
方
法
で
、
人
民
の
護
民
官
（tribun

）
に
な
っ
た
。

こ
の
形
は
ロ
ー
マ
の
護
民
官
（tribunat

）
の
品
位
あ
る
明
瞭
な
短
縮
指
小
辞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
は
政
府
の
動

き
を
追
跡
し
監
視
す
る
権
利
（
こ
れ
に
は
ま
だ
か
な
り
の
異
論
が
あ
る
の
だ
が
）
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
異
議
．
．

申
し
立
て

．
．
．
．
（opposition

）
の
権
利
は
私
に
は
な
い
。
（ibidem

, p.189.

） 

  

「
平
等
主
義
者
」
の
教
義
は
明
瞭
に
共
産
主
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
部
分
的
に
は
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス

が
『
女
の
集
会
』
の
中
で
既
に
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
再
洗
礼
派
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
適
用
し
た
も
の
で

あ
り
、
今
日
で
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
再
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
平
等
主
義
の
教
義
は
本

質
的
に
実
践
的
で
あ
り
、
動
物
的
本
能
と
欲
求
を
表
現
し
て
い
る
。
あ
る
決
議
草
案
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
（
■II, p.284

）
。
「
反
乱
者
の
公
安
委
員
会
は
、
人
民
が
空
疎
な
約
束
に
よ
っ
て
長
期
に
わ
た

っ
て
欺
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
い
ま
や
遂
に
革
命
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
人
民
の
幸
福
を
効
果
的
に
実
現
す

べ
き
と
き
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ま
た
、
厳
か
な
反
乱
が
近
い
う
ち
に
貧
困
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
抑
圧
の
永
遠
の
源
泉
を
永
久
に
破
壊
す
る
に
ち
が
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
次
の
如
く
決
定
す
る
。
第
一

条 

反
乱
の
終
結
時
に
は
、
現
在
劣
悪
な
居
住
条
件
に
あ
る
貧
し
い
市
民
は
、
彼
ら
の
日
常
の
住
居
に
は

戻
ら
ず
、
直
ち
に
陰
謀
家
た
ち
の
邸
宅
に
居
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
第
二
条 

サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト

過
激
共
和
派

市
民
の
住
居
に
十
分
に
家
具
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
必
要
な
家
具
は
、
右
の
富
裕
者
た
ち
の
と
こ
ろ
か
ら
奪

取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」 

 

（
１
） 

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
『
パ
ン
の
奪
取
』（La conquête du pain

）
は
こ
の
箇
所
を
模
写
し
て
い
る
が
、
彼
は
実
行
に

つ
い
て
の
詳
細
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
市
民
た
ち
は
ア
パ
ー
ト
に
つ
い
て
の
統
計
を
作
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
彼
ら

は
自
由
に
リ
ス
ト
を
交
換
し
あ
い
、
ご
く
僅
か
の
日
数
で
完
全
な
統
計
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
…
。
こ

れ
ら
の
市
民
は
多
分
、
あ
ば
ら
家
に
住
ん
で
い
る
同
志
を
見
れ
ば
、
何
も
求
め
ず
に
全
く
単
純
に
次
の
よ
う
に
言
う

で
あ
ろ
う
。
「
同
志
よ
、
今
度
こ
そ
は
本
当
に
革
命
だ
。
今
晩
し
か
じ
か
の
場
所
に
来
た
ま
え
。
区
域
の
住
民
が
み

ん
な
そ
こ
に
い
て
、
ア
パ
ー
ト
を
配
分
し
あ
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
貴
方
が
貴
方
の
あ
ば
ら
屋
が
お
気
に
召
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さ
な
い
な
ら
ば
、
入
手
で
き
る
五
部
屋
の
ア
パ
ー
ト
の
中
か
ら
一
つ
を
選
べ
ば
よ
ろ
し
い
。
」
（p.104-105

）
も
っ

と
後
の
方
で
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
も
し
蜂
起
し
た
人
民
が
家
屋
を
接
収
し
、
居
住
の
無
償
、
共
同
居
住
、

そ
し
て
健
康
な
住
宅
に
対
す
る
各
家
族
の
権
利
を
宣
言
す
る
な
ら
ば
、
革
命
は
当
初
か
ら
共
産
主
義
的
性
格
を
帯
び
、

そ
う
す
ぐ
に
は
逸
れ
る
可
能
性
の
な
い
一
つ
の
道
に
進
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
（p.107-108

） 

  

も
う
一
つ
の
別
の
行
政
命
令
草
案
（
■II, p.301

）
は
「
国
民
的

コ
ミ
ュ
ノ
テ

共
同
体
」
を
組
織
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

あ
る
独
特
の
偽
善
に
よ
っ
て
、
「
国
民
的
共
同
体
」
な
る
も
の
が
自
由
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
第
一
条 
祖
国
の
た
め
に
何
も
し
な
い
人
間
は
い
か
な
る
政
治
的
権
力
も
行
使

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
和
国
が

オ
ス
ピ
タ
リ
テ

無
料
宿
泊
を
提
供
す
る
の
は
外
国
人
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
。
第
二

条 

有
用
な
労
働
に
よ
っ
て
祖
国
に
尽
さ
な
い
者
は
、
祖
国
に
対
し
て
何
も
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
第
三

条 

法
律
は
、
農
業
、
遊
牧
生
活
、
漁
業
、
航
海
、
機
械
作
業
、
肉
体
労
働
、
小
売
業
、
人
及
び
物
の
輸

送
、
軍
人
、
科
学
教
育
を
有
用
な
労
働
と
み
な
す
。
」
現
代
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
者
の
尊
敬
す
べ
き
先
駆
者

た
る
「
平
等
主
義
者
」
は
彼
ら
の
敵
が
教
育
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
従
っ
て
行
政
命
令
は
次
の
よ

う
に
つ
け
加
え
る
。
「
第
四
条 

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
教
育
お
よ
び
科
学
の
業
務
は
、
そ
れ
を
行
な
う
者

が
…
の
期
限
内
に
、
一
定
の
決
め
ら
れ
た
形
式
に
お
い
て
交
付
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
愛
国
者
証
明
書
を
所
持

し
な
い
場
合
に
は
、
有
用
と
は
み
な
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
」 

 

「
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ

外
国
人
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
指
示
さ
れ
る
市
民
―
彼
ら
は
国
民
的
共
同
体
に
参
加
す
る
こ
と
を

望
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
―
に
与
え
ら
れ
る
「
無
料
宿
泊
」
は
、
思
い
や
り
の
過
剰
に
よ
っ
て
過
ち
を

犯
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
第
七
条 

外
国
人
は
中
央
行
政
当
局
の
直
接
の
監
督
下
に
お
か
れ
、
行

政
当
局
は
外
国
人
の
通
常
の
住
居
か
ら
彼
ら
を
追
放
し
、
彼
ら
を
矯
正
の
場
に
送
致
す
る
権
限
を
有
す
る

も
の
と
す
る
。
…
第
一
〇
条 

全
て
の
市
民
は
武
装
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
一
条 

外
国
人
は
そ

の
所
持
す
る
武
器
を
革
命
委
員
会
の
手
に
寄
託
す
る
も
の
と
し
、
違
反
し
た
場
合
に
は
死
刑
に
処
す
る
。

…
第
一
七
条 

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
、
オ
ノ
レ
、
イ
エ
ー
ル
等
の
島
は
矯
正
場
に
転
換
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
当

該
矯
正
場
に
は
、
共
同
労
働
に
従
わ
せ
る
べ
く
、
い
か
が
わ
し
い
外
国
人
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る

布
告
に
も
と
づ
き
逮
捕
せ
ら
れ
る
個
人
が
送
致
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
こ
の
点
を
除
け
ば
、
各
人
は
「
偉

大
な
る
国
民
的
共
同
」
に
参
加
す
る
も
し
な
い
も
完
全
に
自
由
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
反
抗
者
た
ち
を
待
ち
う
け
て
い
る
諸
々
の
不
幸
の
責
任
が
全
く
彼
ら
自
身
に
の
み
あ
る
も
の

と
す
る
た
め
に
、
彼
ら
は
経
済
に
関
す
る
行
政
命
令
草
案

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
よ
っ
て
正
式
に
次
の
よ
う
に
警
告
さ
れ
て
い

た
（
■II, p.307

）
。
「
第
一
〇
条 

共
和
国
は
善
良
な
る
市
民
に
対
し
、
共
同
体
に
対
す
る
そ
の
財
産
の
自

発
的
委
付
に
よ
っ
て
改
革
の
成
功
に
貢
献
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。
」
共
同
体
へ
の
財
産
委
付
の
企
画
は

も

基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
第
八
条 

国
民
的
共
同
体
の
財
産
は
そ
の
正
式
の
構
成
員
全
体
に
よ
っ
て
共

同
で
使
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
第
九
条 

偉
大
な
る
国
民
的
共
同
体
は
そ
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
平
等

か
つ
適
切
な
中
庸
状
態
に
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。
共
同
体
は
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
そ
の
必
要
と
す

る
も
の
を
供
す
る
も
の
と
す
る
。
…
共
同
労
働

．
．
．
． 

第
一
条 

国
民
的
共
同
体
の
構
成
員
は
す
べ
て
農
業
労

働
及
び
そ
の
持
て
る
有
用
な
技
術
を
共
同
体
に
対
し
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。
…
第
四
条 

各
コ
ミ
ュ
ー

ン
に
お
い
て
市
民
は
部
類
別
に
配
分
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
部
門
の
数
は
有
用
な
技
術
の
数
に
一
致
し
、

各
部
門
は
同
一
の
技
術
を
職
業
と
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
第
五
条 

各
部
門
に
つ

き
そ
れ
を
構
成
す
る
人
々
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る

マ
ジ
ス
ト
ラ

管
理
官
が
置
か
れ
る
。
管
理
官
は
労
働
を
指
導
し
、
労
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働
の
平
等
な
配
分
に
留
意
し
、
自
治
体
行
政
の
指
示
を
実
行
し
、
熱
意
と
活
動
性
の
範
を
示
す
も
の
と
す

る
（
１
）
。
」
こ
れ
ら
は
す
べ
て
全
く
幼
稚
な
子
供
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
る
。
産
業
的
進
歩
と
い
う
問
題
は
全
く

単
純
な
一
条
項
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
「
第
八
条 

中
央
行
政
当
局
は
国
民
的
共
同
体
の
労
働
作
業
に
、

人
々
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
に
適
し
た
機
械
及
び
作
業
手
順
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
。」
こ
の
「
中
央
行
政
当
局
」

は
言
う
ま
で
も
な
く
全
知
と
完
徳
を
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
第
一
一
条 

中
央
行
政
当
局
は
、
そ
の

公
民
精
神
の
欠
如
、
無
為
堕
落
、
ぜ
い
沢
と
生
活
の
乱
脈
不
品
行
が
社
会
に
対
し
て
忌
わ
し
い
例
と
な
る

べ
き
男
女
両
性
を
、
そ
の
指
定
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ヌ

自
治
団
体
の
監
督
の
下
に
、
強
制
労
働
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
財
産
は
国
民
的
共
同
体
が
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。
」
こ
の
条
項
は
現
代
の
あ
る
種
の
道
徳
主
義
者
や

禁
欲
主
義
者
の
気
分
を
害
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
彼
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
「
忌
ま
わ
し

い
例
」
と
な
る
べ
き
人
間
を
す
べ
て
投
獄
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
嬉
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
） B

uonarroti, loc. cit., 

■II, p.308. 

も
っ
と
先
の
と
こ
ろ
で
は
、
共
同
の
構
成
員
が
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
利

益
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
共
同
体
の
財
産
の
分
配
及
び

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
使
用
に
つ
い
て
…
第
二
条 

 

国
民
的
共
同
体
は
こ
れ
よ

り
、
各
構
成
員
に
対
し
次
の
も
の
を
保
証
す
る
。
健
康
で
使
い
や
す
く
、
て
い
ね
い
に
家
具
を
配
し
た
住
居
、
作
業

用
及
び
休
息
用
の
衣
服
、
国
民
服
に
合
っ
た
糸
と
羊
毛
、
洗
濯
、
照
明
、
暖
房
設
備
、
十
分
な
量
の
食
料
品
、
す
な

わ
ち
、
パ
ン
、
牛
肉
、
鳥
肉
、
魚
、
卵
、
バ
タ
ー
、
オ
イ
ル
、
種
々
の
地
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ワ
イ
ン
や
飲
み
物
、

組
み
合
わ
せ
れ
ば
節
度
あ
る
つ
ま
し
い
ゆ
と
り
を
つ
く
り
出
す
野
菜
、
果
物
、
調
味
料
、
そ
の
他
、
病
気
の
治
療
術

の
救
援
。
」 

  

債
権
者
は
た
だ
行
儀
よ
く
し
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
。
負
債
．
．
の
第
三
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
国
民
的
共
同
体
の
構
成
員
と
な
っ
た
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
別
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
負
債
は
、

消
却
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
そ
し
て
第
五
条
は
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
「
こ
れ
に
つ
い
て
の
違
反
者

は
す
べ
て
罰
と
し
て
永
久
的
隷
属
状
態
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。
」 

 

た
と
え
バ
ブ
ー
フ
と
そ
の
仲
間
た
ち
が
、
旧
エ
リ
ー
ト
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
時
代
に
陰
謀
を
め
ぐ

ら
し
て
い
た
と
し
て
も
、
旧
エ
リ
ー
ト
が
血
を
嫌
い
恐
れ
て
い
た
こ
と
、
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
感
傷
癖

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
彼
ら
に
対
す
る
厳
し
い
弾
圧
を
妨
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
恐
ら
く
今
日
、

人
々
は
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
襲
撃
の
記
念
日
を
祝
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
平
等
主
義
派

．
．
．
．
．
の
陰
謀
成
功
を
祝
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
す
べ
て
は
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
世
紀
と
活
力
に
満
ち
た
新

し
い
エ
リ
ー
ト
が
貧
血
症
の
無
気
力
な
旧
エ
リ
ー
ト
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
征
服
者
た
ち
の
子

孫
も
今
日
で
は
も
う
旧
エ
リ
ー
ト
と
同
じ
く
貧
血
気
味
で
無
気
力
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る

が
。
征
服
勝
利
の
後
こ
の
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
き
わ
め
て
貪
欲
で
あ
り
、
彼
ら
が
占
領
し
た
権
力
を
、
そ

し
て
、
国
有
財
産
の
購
入
、
一
七
八
九
年
か
ら
九
六
年
の
ア
シ
ニ
ヤ
紙
幣
に
か
か
わ
る
投
機
、
亡
命
者
お

よ
び
権
力
か
ら
見
て
疑
わ
し
い
人
物
の
財
産
の
強
奪
と
詐
取
に
よ
っ
て
取
得
し
た
土
地
と
金
と
を
、
う
ま

く
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
テ
ー
ヌ
の
言
い
方
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
封
建
制
は
生
活
を
享
受
す
る
こ

と
を
欲
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
か
つ
て
民
衆
の
信
じ
易
さ
に
つ
け
込
ん
で
語
っ
た
夢
の
実
現
を
せ
ま
ら
れ

る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
と
判
断
し
た
。
バ
ブ
ー
フ
と
ダ
ル
テ
は
ギ
ロ
チ
ン
の
露
と
消
え
た
。
彼
ら
の

共
謀
者
の
う
ち
五
人
は
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
彼
ら
は
、
自
ら
の
犠
牲
に
お
い
て
、
感
傷
主
義

的
な
優
し
さ
の
装
い
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
、
あ
る
種
の
人
道
主
義
的
宣
言
を
あ
ま
り
真
面
目
に
取

28



 

れ
ば
必
ず
危
険
が
伴
な
う
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。 
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バ
ス
テ
ィ
ア
の
考
え
方
に
お
け
る
形
而
上
学
的
側
面
が

も
よ
く
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
経
済
的

調
和
』
（H

arm
onies économ

iques

）
と
題
さ
れ
た
作
品
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
次
の
よ
う
な

原
理
を
立
て
る
。
「
正
当
な
利
益
は
す
べ
て
調
和
的
で
あ
る
。
」
そ
し
て
つ
け
加
え
る
。
「
こ
れ
は
こ
の
書
物

の
支
配
的
理
念
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
否
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
し
か
し
根
本
的
な
と
こ
ろ

ま
で
迫
ろ
う
と
す
る
と
こ
の
原
理
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
正
当
な

．
．
．
利
益
と
は
正
確
に

 

バ
ス
テ
ィ
ア
の
作
品
、
特
に
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
文
学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
賞
讃
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
非
常
に
明
瞭
に
表
現
さ
れ
た
偉
大
な
真
理
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
な
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
証
明
に
お
け
る
科

学
的
厳
密
さ
と
い
う
点
で
は
大
抵
の
場
合
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
理
論
は
時
に
き
わ
め
て
表
面
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
通
俗
的
啓
蒙
書
で
あ
り
、
学
問
的
作
品
と

は
言
い
が
た
い
。 

 

一
般
的
に
は
科
学
的
部
分
は
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
経
済
学
の
基
礎
で
あ
る
。
数
学
的
分
析
が
今

日
で
は
古
典
経
済
学
者
の
概
念
に
高
度
の
精
確
さ
を
付
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
と
り
わ
け
よ

り
高
度
の
一
般
性
を
も
付
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
数
学
的
分
析
は
ま
た
古
典
経
済
学
者
の
概
念
の

い
く
つ
も
の
誤
謬
を
正
し
た
。
古
典
経
済
学
者
の
概
念
は
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
学
問
の
大
ま
か
な
輪
郭
を

提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
注
意
深
く
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
而
上
学
的
部
分
は

た
し
か
に
形
而
上
学
の
そ
の
他
の
労
作
に
比
べ
て
価
値
は
高
い
と
は
言
え
な
い
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
よ

う
に
形
而
上
学
的
側
面
が
ほ
と
ん
ど
全
く
な
い
著
者
も
い
れ
ば
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
よ
う
に
そ
う
し
た
側

面
が
オ
ー
ド
ブ
ル
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
部
分
を
削
除
し
て
も
著
作
の
意
味
が
変
ら
な
い
人
も
い
る
。
バ
ス
テ

ィ
ア
の
よ
う
な
著
者
の
場
合
に
は
、
形
而
上
学
的
部
分
が
学
説
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
を
な
し
て
お
り
、

削
除
す
れ
ば
学
説
の
意
味
を
ひ
ど
く
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。 

第
九
章 

形
而
上
学
的
・
倫
理
学
的
体
系 

古
典
経
済
学
と
か
自
由
主
義
経
済
学
と
か
呼
ば
れ
て
き
て
い
る
経
済
学
の
作
品
の
な
か
で
、
二
つ
の
部

分
、
す
な
わ
ち
科
学
的
側
面
と
形
而
上
学
的
側
面
が
区
別
さ
れ
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
バ
ス
テ
ィ
ア
の
『
経
済
的
調
和
』
―
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
（Ferrara

）
の
批
判
―
経
済
的
自
由
の
問

題
―
責
任
と
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
自
由
―
自
由
主
義
学
説
の
退
化
―
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
も
は
や
ほ
と
ん
ど
支

持
者
を
も
た
な
い
理
由
―
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
、
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
な
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
科
学
的
理
論
と
の
あ

い
だ
の
深
刻
な
相
違
―
Ｇ
・
ド
ゥ
・
モ
リ
ナ
ー
リ
氏
の
業
績
―
倫
理
的
・
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
す
る
反
動
と
考
え

ら
れ
う
る
倫
理
的
・
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
よ
く
見
ら
れ
る
、
倫
理
主
義
的
著
作
家
た
ち
の
論
証
に
お
け
る
精
確
さ
と

明
晰
さ
の
欠
如
―
彼
ら
は
経
済
的
法
則
の
本
性
を
理
解
し
な
か
っ
た
―
信
徳
の
心
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
原
理
と
、
科

学
的
に
証
明
さ
れ
る
原
理
―
道
徳
的
な
ら
び
に
法
的
問
題
と
考
え
ら
れ
た
社
会
主
義
―
道
徳
と
法
に
つ
い
て
の
考
慮
を
無
視

す
る
と
い
う
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
に
対
す
る
非
難
―
こ
の
非
難
の
根
拠
と
無
根
拠
―
Ｖ
・
ブ
ラ
ン
ツ
（V.B

rants

）
の
批
判
―

講
壇
の
社
会
主
義
者
―
彼
ら
の
学
説
に
対
す
る
ユ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
（Julius W

olf

）
の
反
論
―
国
家
社
会
主
義
の
成
功

の
客
観
的
原
因
―
国
家
社
会
主
義
の
主
観
的
側
面
の
検
討
―
所
与
の
一
社
会
の
倫
理
的
な
ら
び
に
法
律
的
規
則
か
ら
、
こ
の

社
会
を
土
台
か
ら
屋
根
ま
で
転
覆
さ
せ
る
新
し
い
社
会
組
織
の
諸
原
理
を
引
き
出
す
こ
と
は
何
故
に
不
可
能
で
あ
る
か
―
ラ

ッ
サ
ー
ル
や
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
等
の
体
系
の
形
而
上
学
的
内
容 
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も
し
こ
れ
が
本
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
バ
ス
テ
ィ
ア
の
説
明
は
大
い
に
拙
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
は
、
一
方
で
は
バ
ス
テ
ィ
ア
の
価
値
論
に
つ
い
て
非
常
に
す
ぐ
れ
た
批
判

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
を
納
得
す
る
た
め

に
は
バ
ス
テ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
命
題
を
展
開
し
て
い
る
か
を
見
れ
ば
よ
い
。
彼
は
ま
ず
非
常
に
明

瞭
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
諸
々
の
利
益
は
調
和
的
で
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
採
用
す
る

人
々
は
す
べ
て
、
一
つ
の
社
会
問
題
の
実
践
的
解
決
法
に
つ
い
て
も
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

利
益
を
妨
害
し
た
り
利
益
の
あ
る
べ
き
位
置
を
変
え
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
こ
と
、
で
あ
る
。」
さ
ら
に
先

で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
は
、
重
農
主
義
学
派
（l’ecole E

conom
iste

）
が
利
益
の
自
然
的
調
和
か
ら

出
発
し
て
自
由
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
重
農
主
義
者
た
ち

（econom
iestes

）
が
一
般
に
自
由
と
い
う
こ
と
を
結
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
原
理
が
出
発
点
と

し
て
利
益
の
調
和
と
い
う
こ
と
を
強
固
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
不
幸
に
し
て
そ
れ
ほ
ど
正
し
く
は
な
い

（
１
）
。
」
こ
の
重
農
主
義
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
の
摂
理
に
よ
る
大

．
．
．
．
．
．
．
．
法
則
は
社
会
を
悪
に
向
け
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

追
い
立
て
て
い
る
。

．
．
．
．
．
．
．
．」
し
か
し
大
法
則
の
作
用
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
幸
い
な
こ
と
に
、

終
的
破
滅
を
遅
ら
せ
る
別
の
二
次
的
法
則
に
よ
っ
て
そ
の
作
用
は
妨
げ
ら
れ
て
い

 

次
に
「
調
和
的
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
は
バ
ス
テ
ィ
ア
が
こ
の
用
語
に
付
与
し

た
か
も
知
れ
な
い
意
味
を
検
討
す
る
た
め
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。
こ
の
用
語
は
人
々
の
利
益

の
同
一
性
を
意
味
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
利
益
の
同

一
性
は
決
し
て
存
在
せ
ず
、
生
活
と
は
永
遠
の
闘
争
だ
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
調
和
が
見
出
さ
れ
う

る
の
は
我
々
の
行
為
の
原
因
の
な
か
に
で
は
な
く
、
我
々
の
行
為
の
結
果
の
な
か
に
で
あ
る
。
行
為
の
結

果
は
「
世
界
の
絶
対
的
秩
序
」
と
調
和
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
は
バ
ス
テ
ィ
ア
の
思

想
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。「
絶
対
的
秩
序
」
な
る
も

の
が
我
々
に
は
完
全
に
は
知
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
右
の
よ
う
な
解
釈
は
問
題
の
命
題
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
諸
々
の
利
益
が
人
類
の
幸
福
と
調
和
す
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
は
こ
の
仮
説
も
ま
た
排
除
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は

そ
こ
に
「
人
間
の
進
歩
の
必
然
性
」
と
い
う
こ
と
の
不
毛
な
言
い
換
え
し
か
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々

は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
進
歩
の
必
然
性
」
な
る
も
の
が
我
々
に
と
っ
て
完
全
に
は
知
り
え
な
い

別
の
一
実
体
で
あ
る
以
上
、
意
見
を
言
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
は
「
彼
は
進
歩
の

必
然
性
を
信
じ
て
は
い
る
」
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
「
理
念
の
必
然
性
」
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
は
考
え
な
い
と
言
い
、
バ
ス
テ
ィ
ア
は
「
調
和
を
証
明
す
る
」
こ
と
は
望
ま
ず
、
「
調
和
の
た
め
の

条
件
を
証
明
す
る
」
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
だ
と
結
論
す
る
。
人
々
は
目
的
を
立
て
、
目
的
は
彼
ら
に
そ

れ
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
教
え
て
き
て
い
る
。
利
益
の
調
和
は
バ
ス
テ
ィ
ア
の
作
品
の
結
論
に
他
な

ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。 

は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
正
当
な
ら
ざ
る
利
益
と
い
か
に
し
て
区
別
さ
れ
る
の
か
。
食
人
の
種

族
に
と
っ
て
は
そ
の
同
胞
を
食
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
正
当
で
は
な
い
。

我
々
は
人
は
す
べ
て
そ
の
労
働
の
成
果
を
享
受
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
奴
隷
制
が

支
配
し
て
い
る
国
で
は
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
利
子
を
取
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
も
い

れ
ば
、
そ
れ
は
不
当
で
あ
る
と
言
う
人
も
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
先
に

立
て
ら
れ
た
原
理
は
、
こ
の
原
理
が
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
諸
問
題
を
何
一
つ
解
決
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
難
点
は
正
当
．
．
と
い
う
用
語
の
定
義
に
あ
る
。 
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曖
昧
で
定
義
の
不
十
分
な
用
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
う
し
た
命
題
は
す
べ
て
全
く
何
も
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
何
で
あ
れ
望
み
次
第
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
神
の
摂
理
に

よ
る
大
法
則
」
な
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
知
っ
て
い
る
人
は
誰
も
お
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

解
釈
次
第
で
バ
ス
テ
ィ
ア
の
命
題
は
全
く
別
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
バ
ス
テ
ィ
ア

は
言
う
。
「
た
と
え
神
の
摂
理
に
よ
る
法
則
が
調
和
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
法
則
が
自
由
に
作

用
す
る
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
、
法
則
自
体
で
調
和
的
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
世
界
に
お
け
る
調
和
の
欠
如
を
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
た
だ
自
由
の
欠
如
、

正
義
の
不
在
に
の
み
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
抑
圧
者
、
強
奪
者
、
正
義
の
軽
視
者
た
ち
よ
、

貴
方
が
た
は
普
遍
的
調
和
の
世
界
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
乱
す
の
は
貴
方
が
た
で
あ
る
か

ら
。
」
（p.17

）
バ
ス
テ
ィ
ア
が
反
対
し
て
い
た
集
産
主
義
者
た
ち
は
こ
の
論
理
を
完
全
に
横
取
り
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
「
調
和
の
法
則
は
、
土
地
及
び

そ
の
他
の
資
本
の
私
有
と
い
う
障
害
に
遭
遇
す
る
場
合
に
は
、
自
由
に
作
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
調
和
の
欠
如
は
自
由
の
欠
如
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
か
他
の
人
間
が
略
奪
し
て
所
有
し
て

い
る
土
地
を
耕
作
す
る
自
由
、
ま
た
あ
る
い
は
生
産
手
段
を
使
用
す
る
自
由
の
欠
如
で
あ
る
。
土
地
所
有

者
と
資
本
家
は
そ
れ
ゆ
え
『
抑
圧
者
、
強
奪
者
、
正
義
の
軽
視
者
』
の
な
か
で
顕
著
な
位
置
を
占
め
る
こ

と
に
な
る
。
普
遍
的
調
和
を
撹
乱
す
る
の
は
彼
ら
で
あ
る
。
」 

 

楽
観
主
義
的
経
済
学
は
バ
ス
テ
ィ
ア
の
理
論
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
バ
ス
テ
ィ
ア
自
身
は
楽
観
主
義

る
か
ら
で
あ
る
。
恣
意
的
な
介
入
は
す
べ
て
、
波
浪
の
致
命
的
上
昇
を
止
め
る
の
で
は
な
く
、
堤
防
を
弱

く
す
る
だ
け
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
神
の
摂
理
に
よ
る
大
法
則
は
社
会
を
悪

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
向
け
て
追
い
立
て
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
そ
の
法
則
を
廃
止
し
、
我
々
の
無
尽
蔵
の
兵
器
庫
か
ら
別
の
法
則
を
選
び

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
者
た
ち
も
次
の
よ
う
に
言
う
。
神
の
摂
理
に
よ
る
大
法
則

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

は
社
会
を
悪
に
向
け
て
追
い
立
て
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
人
間
と
し
て
の
利
益
を
断
念
し
、
自
己
犠
牲
、
犠
牲
的
行
為
、

禁
欲
と
諦
念
の
世
界
に
避
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
則
か
ら
逃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
こ
の

よ
う
な
争
鳴
の
中
に
あ
っ
て
私
は
次
の
言
葉
を
聴
い
て
ほ
し
い
と
思
う
。
…
神
の
摂
理
に
よ
る
大

．
．
．
．
．
．
．
．
法
則
が

．
．
．

社
会
を
悪
に
向
け
て
追
い
立
て
て
い
る
と
い
う
の
は
真
実
で
は
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
」
（loc. cit., p.10

）
こ
れ
は
結
局
の

と
こ
ろ
我
々
が
一
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に
お
い
て
見
た
と
こ
ろ
の
論
証
で
あ
る
。
自
然
．
．
、
神
の
摂
理
に

．
．
．
．
．

よ
る
大
法
則

．
．
．
．
．
、
あ
る
い
は
別
の
こ
の
種
の
実
体
、
は
言
う
ま
で
も
な
く
我
々
の
幸
福
を
欲
し
て
い
る
。
も

し
我
々
が
苦
し
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
が
こ
の
あ
り
が
た
い
願
い
を
無
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
有

財
産
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
マ
グ
リ
ー
は
言
う
。
自
由
を
樹
立
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
バ

ス
テ
ィ
ア
は
言
う
。
も
し
こ
の
種
の
論
証
を
社
会
主
義
者
が
好
む
な
ら
ば
彼
ら
は
集
産
主
義
の
採
用
を
怠

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
人
々
は
生
の
悲
惨
を
黄
金
時
代
を
夢
想
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
慰
め
る
こ
と
を
好
む
。
あ
る
者
は
そ
れ
を
過
去
に
置
き
、
ま
た
あ
る
者
は
そ
れ
を
未
来
に
置
く
。
バ

ス
テ
ィ
ア
は
、
経
済
的
自
由
と
い
う
条
件
が
樹
立
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
と
い
う
限
定
の
下
に
黄
金
時
代
を

現
在
に
置
い
た
。
利
益
の
調
和
の
原
理
は
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
原
理
と
同
じ
く
、
漠
然
と
、

「
神
の
摂
理
に
よ
る
大
法
則
」
が
利
益
の
自
由
な
働
き
に
よ
っ
て
我
々
の
幸
福
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
１
） H

arm
onies Econom

iques, 3
e édit., p.5. 
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こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
精
密
経
済
理
論
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
付
言
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

も
し
例
え
ば
、
事
実
の
分
析
に
よ
っ
て
あ
る
一
定
の
場
合
に
は
自
由
競
争
が

大
の
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
（
１
）

を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、「
神
の
摂
理
に
よ
る
大
法
則
」
あ
る
い

は
自
然
令
夫
人
も
そ
れ
を
欲
し
給
う
と
付
言
し
て
も
、
誰
も
こ
の
命
題
を
狂
気
の
沙
汰
と
は
決
め
つ
け
な

い
で
あ
ろ
う
。
不
幸
に
し
て
バ
ス
テ
ィ
ア
の
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
。
神
の
摂
理
に
よ
る

自
由
と
い
う
教
義
は
彼
を
深
刻
な
誤
謬
に
導
い
て
い
く
。 

 

そ
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
よ
う
。
価
値
論
の
場
合
で
あ
る
。
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
批
判
を
引
こ
う
。
フ
ェ

ッ
ラ
ー
ラ
は
、
バ
ス
テ
ィ
ア
に
よ
れ
ば

シ
ョ
ー
ズ

事
物
の
価
値
は
局
面
に
応
じ
て
受
け
取
ら
れ
る

セ
ル
ヴ
ィ
ス

便
益
の
評
価
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
点
に
注
目
す
る
。
「
あ
る
一
事
物
の
交
換
か
ら
結
果
す
る
価
値
は
す
べ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た

便
益
．
．
に
比
例
し
て
人
々
の
あ
い
だ
で
配
分
さ
れ
、
価
値
の
い
か
な
る
部
分
も
人
間
で
な
い
存
在
の
と
こ
ろ

へ
移
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
部
分
も
自
然
．
．
に
向
っ
て
移
動
す
る
こ
と
は
な
い
。

自
然
と
の
協
力
は
本
質
的
に
無
料
で
あ
る
が
、
人
間
と
の
協
力
は
本
質
的
に
有
償
で
あ
る
。
価
値
と
は
交

．
．
．
．
．

換
さ
れ
る
二
つ
の
便
益
の
比
率
関
係

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
（rapport

）
で
あ
る

．
．
．
。
」
こ
の
理
論
は
一
つ
の
目
的
と
一
つ
の
欠
陥
を

も
っ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
価
値
を
、
い
わ
ば
復
権
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
も
し
二
つ
の
価

値
の
交
換
に
お
い
て
二
つ
の
便
益
．
．
の
交
換
し
か
存
在
し
な
け
れ
ば
、
人
間
の
取
引
き
は
す
べ
て
、
彼
が
正

当
性
の
根
拠
を
求
め
る
際
に
想
像
し
う
る

も
正
当
な
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
交
換
に

お
い
て
、
勿
論
自
由
な
交
換
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
も
の
も
無
料
で
は
な
く
、
い
か
な
る
も
の

も
特
権
、
独
占
の
価
格
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
便
益
．
．
に
対
す
る
に
便
益
．
．
。
契
約
者
当
事
者
の
各
々
は
一
つ

の
努
力
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
一
つ
の
労
働
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
有
用
な
一
事
物
を
産
出
し
た
の
で
あ

る
。
一
方
は
自
ら
の
産
出
し
た
有
用
な
一
対
象
を
他
方
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
努
力
．
．
、
自

ら
の
労
働
．
．
を
交
換
す
る
の
で
あ
る
。
交
換
さ
れ
る
対
象
の
中
に
自
然
が
無
料
で
提
供
し
た
も
の
が
何
か
存

在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
部
分
は
相
互
に
与
え
合
う
余
剰
で
あ
り
、
交
換
が
行
な
わ
れ
る
価
値
に
は
含
ま

れ
な
い
無
料
の
余
剰
で
あ
る
。
…
こ
こ
で
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
論
拠
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
『
貴
方
が
た
平
等
主
義
者
は
た
だ
一
つ
の
原
理
、
便
益
の
相
互
性

．
．
．
．
．
．
の
原
理
の
み
を
承
認
す
る
で
あ

ろ
う
。
人
間
ど
う
し
の
取
引
き
が
自
由
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
取
引
き
は
価
値
．
．
に
お
い
て
絶
え
ず
減
少
し

有
用
性

．
．
．
に
お
い
て
絶
え
ず
増
大
す
る
便
益
．
．
の
相
互
的
交
換
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
（
１
）
。
』
次
に
こ
の
理
論
は
一
つ
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
真

理
な
の
で
あ
る
が
、
別
の
意
味
で
は
誤
謬
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
論
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の

著
者
が
望
む
結
論
が
引
き
出
さ
れ
う
る
た
め
に
は
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い

派
に
属
す
る
こ
と
を
強
く
否
認
し
て
い
る
点
に
は
し
か
る
べ
き
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
「
た
し
か
に
―
と

彼
は
言
う
―
我
々
は
全
て
が

高
に
う
ま
く
行
く
と
は
考
え
な
い
。
私
は
神
の
摂
理
に
よ
る
法
則
の
知
恵

に
全
的
に
信
頼
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
自
由
を
信
奉
し
て
い
る
。
問
題
は
我
々
が
自
由

を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
法
則
が
そ
の
十
全
性
に
お
い
て
作
用
し
て

い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
作
用
が
人
間
の
諸
制
度
に
よ
る
対
立
作
用
に
よ
っ
て
深
刻
に

撹
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」
（p.11-12

）
。 

（
１
） 

こ
の
術
語
の
定
義
に
つ
い
て
は
、Cours, I, §5

を
参
照
。
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
は
ほ
と
ん
ど
、
経
済
学
者
の
言
う
効
用

utilité

に
該
当
す
る
。 
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バ
ス
テ
イ
ブ
ル
（B

astable

）
教
授
は
バ
ス
テ
ィ
ア
が
、
産
業
保
護
政
策
（Protection

）
の
起
源
と
目

的
は
強
奪
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
も
の
と
誤
解
し
て
い
る
。
彼
は
か
く
し
て
密
輸
入
業
者
は
無
罪
と
さ
れ
う

 

他
方
、
人
間
に
よ
っ
て
撹
乱
さ
れ
た
自
然
の
、
か
つ
摂
理
に
よ
る
秩
序
と
い
う
考
え
方
は
多
分
、
強
奪

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
バ
ス
テ
ィ
ア
の
関
心
を
惹
く
の
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
。
「
何
人
か
の
人
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
強
奪
は
偶
発
事
で
あ
り
、
道
徳
に
よ
っ
て
糾
弾
さ
れ
法
律
に
よ
っ
て
け
ん
責
さ
れ
る
局

所
的
で
一
時
的
な
悪
弊
で
あ
り
、
政
治
経
済
学
を
煩
わ
す
に
値
し
な
い
事
柄
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
な
が

ら
我
々
が
い
か
に
大
き
な
慈
愛
と
楽
観
主
義
と
を
心
の
中
に
も
っ
て
い
よ
う
と
も
、
や
む
な
く
次
の
こ
と

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
奪
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
あ
ま
り
に
大
き
な
規
模
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、

人
間
の
な
す
大
事
業
の
す
べ
て
に
あ
ま
り
に
普
遍
的
に
紛
れ
込
ん
で
お
り
、
い
か
な
る
社
会
科
学
も
、
と

り
わ
け
政
治
経
済
学
は
、
そ
れ
を
考
慮
せ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
１
）
。
」
こ

れ
以
上
う
ま
く
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
先
の
方
で
バ
ス
テ
ィ
ア
は
あ
る
重
要
な
真
理

を
述
べ
て
も
い
る
。
現
代
経
済
学
は
こ
の
真
理
に
よ
り
高
度
の
精
確
さ
と
厳
密
さ
を
付
与
す
る
こ
と
に
な

る
。
「
強
奪
は
た
だ
単
に
富
を
移
動
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
つ
ね
に
そ
の
一
定
部
分
を
破
壊
す
る
（
２
）
。
」 

て
な
の
で
あ
る
。
交
換
に
お
い
て
は
便
益
に
対
す
る
に
便
益
し
か
存
在
せ
ず
、
ま
た
存
在
し
え
な
い
と
い

う
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
た
ら
さ
れ
た
便
益

．
．
．
．
．
．
．
．
が
す
べ
て
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
た
め
に
な
さ

れ
た
努
力
に
比
例
し
て
い
る
と
い
う
の
は
決
し
て
真
実
で
は
な
い
。
そ
し
て
も
し
も
た
ら
さ
れ
た
便
益

．
．
．
．
．
．
．
．
と

果
た
さ
れ
た
努
力

．
．
．
．
．
．
．
と
が
二
つ
の
等
価
物
で
な
い
な
ら
ば
、
バ
ス
テ
ィ
ア
の
推
論
は
も
は
や
根
拠
が
な
い
こ

と
に
な
る
（
２
）
。
」 

  

（
１
） H

arm
. Écon., p.14. 

（
２
） Raccolta delle prefazioni dettate dal prof. Francesco Ferrara, p.535-536. 

フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
推
論
の

中
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
の
比
較
の
問
題
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は Cours, 

■II, §642 et suiv. 

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

  

分
配
の
正
当
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
傾
向
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
各
生
産
要
素

．
．
．
．
は
そ

の
限
界
生
産
性

．
．
．
．
．
に
比
例
し
た
報
酬
を
受
け
取
る
と
主
張
す
る
理
論
は
こ
の
傾
向
と
無
縁
で
は
な
い
（
１
）
。 

（
２
） Loc. cit., p.129. Cours, 

■II, §730 

「
あ
る
人
々
の
富
を
別
の
人
々
の
と
こ
ろ
へ
移
転
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
製
造
部
門
係
数
（coefficients de fabrication

）
の
（
変
化
の
）
た
め
で
あ
れ
、
あ
る

い
は
貯
蓄
の
資
本
へ
の
転
換
の
た
め
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
自
由
競
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
諸
条
件

が
変
化
す
る
。
富
の
移
転
は
必
然
的
に
富
の
破
壊
を
伴
な
っ
て
い
る
。 

（
１
） Sophism

es économ
., I, p.128: Physiologie de la spoliation. 

（
１
） 

こ
の
理
論
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
本
質
的
に
不
正
確
で
あ
る
。Cours, 

Ⅱ, §714

を
参
照
。
し
か
し
、
た

と
え
こ
の
理
論
が
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
の
理
論
か
ら
、
社
会
に
と
っ
て
の
効
用
の

大
値
が
実
現
さ
れ
る
と
結
論

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 
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我
々
が
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
る
問
題
は
量
の
問
題
で
あ
っ
て
質
の
問
題

で
は
な
い
。
人
間
の
行
為
を
例
外
な
く
す
べ
て
自
由
に
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
行
為
を
す
べ
て
規
制
す
る

こ
と
と
全
く
同
じ
く
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
解
決
す
べ
き
問
題
は
本
質
的
に
、
自
由
の
領
域
と
拘

束
の
領
域
と
の
境
界
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
済
組
織
お
よ
び
社
会
組
織
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

な
問
題
は
私
有
財
産
の
問
題
で
あ
る
。
政
府
は
人
々
に
対
し
て
そ
れ
を
尊
重
す
る
よ
う
に
強
制
す
べ
き
で

あ
る
か
あ
る
い
は
強
制
す
べ
き
で
な
い
か
。
こ
の
問
題
は
、
私
有
財
産
が
自
由
の
領
域
の
一
部
を
構
成
し

 

主
観
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
の
理
論
を
採
用
す
る
主
体
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
理
論

の
含
む
真
理
は
、
経
済
学
的
に
見
れ
ば
自
由
競
争
が
実
際
上
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
の

大
値
を
保
証
す
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
理
論
は
経
済
的
自
由
な
る
も
の
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
定
義
し
て
い
な
い

点
で
曖
昧
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

バ
ス
テ
ィ
ア
は
多
く
の
信
奉
者
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
師
の
学
説
の
う
ち
、
多
分
時
の
権
力
と
い
ざ

こ
ざ
を
起
さ
な
い
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
強
奪
に
関
係
す
る
部
分
、
と
く
に
近
代
の
政
治
的
強
奪

に
関
係
す
る
部
分
は
未
解
決
の
ま
ま
に
放
置
し
、
学
説
の
中
の
と
く
に
楽
観
主
義
的
な
部
分
を
強
調
し
た
。

か
く
し
て
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
必
然
的
に
や
や
曖

昧
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
の
理
論
を
少
な
く
と
も
可
能
な
限
り
明
確
に
表
現
す
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
経
済
的
自
由
は
自
然
の
権
利
で
あ
り
、
人
々
の
幸
福
に
と
っ
て
十
分
な
役
割
を
果
た

す
。
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
諸
問
題
は
き
わ
め
て
二
次
的
で
あ
る
。
確
立
さ
れ
た
権
力
は
尊
重
す
べ
き
で

あ
り
、
権
力
に
要
求
す
べ
き
は
た
だ
経
済
的
自
由
を
保
証
す
る
法
律
の
み
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
獲
得
は

た
だ
経
済
学
の
真
理
の
普
及
だ
け
で
可
能
で
あ
る
。 

 

あ
る
不
思
議
な
矛
盾
で
あ
る
が
、
バ
ス
テ
ィ
ア
は
強
奪
が
い
つ
の
時
代
に
も
、
ま
た
ど
の
国
に
お
い
て

も
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
で
、
強
奪
が
経
済
学
の
真
理
の
公
表
に
よ
っ
て
終
焉
す
る
か
も
知
れ
な

い
と
想
像
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
方
が
は
る
か
に
真
実
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
彼
は
強
奪
を
避
け
る
た
め

に
は
社
会
階
級
間
の
闘
争
が
必
要
だ
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。 

る
と
主
張
し
、
全
く
別
の
二
つ
の
問
題
に
混
乱
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
一
．
関
税
保
護
政
策
の
起
源
と
目

的
は
強
奪
で
あ
る
か
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
定
の
市
民
か
ら
、
別
の
市
民
に
贈
与
す
る
た
め
に
そ
の
所

有
物
を
略
奪
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
。
二
．
法
律
が
不
当
で
あ
る
場
合
に
も
人
は
そ
れ
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
第
一
の
質
問
に
も
第
二
の
質
問
に
も
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
イ
エ
ス
と
答

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
ス
テ
イ
ブ
ル
氏
は
自
由
貿
易
の
効
用
に
つ
い
て
、
科
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
バ

ス
テ
ィ
ア
の
証
明
と
比
べ
て
ご
く
僅
か
し
か
優
れ
て
い
な
い
証
明
を
与
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
現
代
経

済
学
が
提
供
し
て
い
る
解
決
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
が

も
っ
と
先
の
方
で
取
り
上
げ
る
何
人
か
の
自
由
主
義
経
済
学
者
た
ち
は
バ
ス
テ
イ
ブ
ル
氏
よ
り
も
更
に
現

実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
貿
易
の
実
践
的
問
題
は
複

雑
で
あ
り
、
い
く
つ
も
別
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
純
粋
に
経
済
学
的
な
問
題
す
な
わ
ち
富

の
移
転
、
お
望
み
な
ら
ば
強
奪
、
の
問
題
が
あ
り
、
ま
た
、
社
会
現
象
へ
の
は
ね
返
り
と
い
う
き
わ
め
て

重
要
な
問
題
が
あ
る
。
自
由
主
義
経
済
学
者
た
ち
は
そ
の
先
入
観
か
ら
こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
の
問
題
の
う

ち
の
た
だ
一
つ
だ
け
を
考
慮
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
ま
た
、
別
の
一
問
題
の
み
を
考
え
よ
う
と
す
る
人

を
、
た
と
え
正
当
化
は
し
な
い
に
し
て
も
、
大
目
に
見
よ
う
と
す
る
。 

（
１
） 

ソ
ヴ
ェ
ー
ル
・
ジ
ュ
ル
ダ
ン
氏
（Sauvaire-Jourdan, à la trad. franç., G

iard et B
rière

）
の
序
文
を
参
照
。 
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現
在
文
明
諸
国
民
の
あ
い
だ
で
大
き
く
成
長
し
て
お
り
、
も
し
そ
れ
が
恒
久
的
な
も
の
と
な
れ
ば
自
由

体
制
の
確
立
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
克
服
し
が
た
い
障
碍
と
な
る
で
あ
ろ
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
我
々
が

言
い
た
い
の
は
、
各
人
は
自
ら
の
行
動
の
結
果
を
よ
か
れ
悪
し
か
れ
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
反
対
す
る
方
向
に
人
々
を
駆
り
立
て
て
い
る
感
情
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
責
任
を
消
去
し
よ
う

 

い
ま
検
討
し
て
い
る
学
説
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
性
格
は
、
そ
れ
が
人
間
の
あ
る
種
の
性
質
特
徴
を

考
慮
に
容
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
に
由
来
す
る
。
こ
の
点
で
は
こ
の
学
説
は
集
産
主
義
者
の
学
説
に
類

似
し
て
い
る
。
も
し
人
間
を
、
自
分
自
身
の
利
害
に
つ
い
て
は
公
共
の
善
よ
り
も
よ
り
少
な
く
配
慮
す
る

よ
う
に
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
集
産
主
義
は
比
較
的
容
易
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も

し
人
間
を
、
お
互
い
に
奪
い
合
う
こ
と
を
断
念
す
る
よ
う
に
法
律
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

な
ら
ば
、
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
一
つ
の
現
実
に
な
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
後
者
の
よ
う
な
変
化

は
前
者
の
よ
う
な
変
化
よ
り
も
実
際
の
と
こ
ろ
実
行
が
容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
者

の
よ
う
な
変
化
は
人
間
に
対
し
て
自
分
自
身
の
利
益
の
犠
牲
を

小
限
し
か
要
求
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
事
実
の
研
究
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
絶
対
的
に
説
得
力
あ
る
証
拠
を
提
供
し
な
い
。
も
し
本
書
が

コ
ブ
デ
ン
同
盟
の
勝
利
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
社
会
」
法
及
び

ミ
ュ
ニ
シ
パ
ル

自
治
体
社
会
主
義
の
樹
立
に
至
る
期

間
に
出
版
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
我
々
は
、
異
な
る
社
会
諸
階
級
が
少
な
く
と
も
大
部
分
は
相
互
に
奪
い

合
う
こ
と
を
法
律
に
よ
っ
て
断
念
す
る
よ
う
な
状
態
の
実
現
可
能
性
を
証
明
す
べ
く
、
こ
の
国
の
例
を
引

く
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
例
は
我
々
を
裏
切
っ
て
い
る
。
事
実
は
事

態
が
本
質
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。
今
世
紀
初
め
イ
ギ
リ
ス
で
は
金
持
ち
た
ち
は
貧
乏

人
か
ら
奪
う
た
め
に
法
律
を
利
用
し
た
が
、
今
日
で
は
新
し
い
事
態
が
現
わ
れ
は
じ
め
て
お
り
、
そ
こ
で

は
全
く
攻
守
と
こ
ろ
を
変
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
集
産
主
義
が
想
定
す
る
自
己
放
棄
が
、

た
と
え
不
安
定
な
状
態
に
お
い
て
で
あ
れ
大
き
な
国
の
全
人
口
に
つ
い
て
現
実
に
観
察
さ
れ
た
こ
と
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。 

 

私
的
所
有
の
問
題
は
こ
の
所
有
の
正
式
資
格
者
の
選
定
の
問
題
と
は
別
で
あ
る
。
こ
の
選
定
に
つ
い
て

は
我
々
が
い
ま
述
べ
た
ば
か
り
の
二
種
類
の
議
論
が
再
び
見
出
さ
れ
る
。 

な
い
か
あ
る
い
は
構
成
す
る
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
る
、
経
済
的
自
由
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
問
題
と
互

換
的
で
あ
る
。
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
こ
の
自
由
の
領
域
か
ら
土
地
所
有
（propriété

）
は
排
除
す

る
。
こ
の
排
除
の
理
由
は
次
の
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
一
．
私
的
土
地
所
有
は
自
然
の
権
利

で
あ
る
と
断
言
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
価
値
の
な
い
形
而
上
学
的
議
論
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
私
的

土
地
所
有
は
人
間
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
土
地

所
有
（propriété du sol
）
は
集
国
的
な
形
で
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
努
力
す
る
人
々

が
反
論
す
る
の
は
こ
の
種
の
議
論
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
の
現
代
的
効
用
と

い
う
点
で
は
い
さ
さ
か
の
重
要
性
も
持
た
な
い
。
そ
し
て
も
し
こ
の
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
土
地
所
有
の

起
源
に
関
す
る
論
争
の
激
し
さ
は
説
明
で
き
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
土
地
所
有
の
起

源
が
重
要
な
の
は
、
形
而
上
学
的
、
倫
理
的
、
法
律
的
基
盤
の
上
に
立
つ
人
々
に
と
っ
て
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
我
々
は
先
に
第
六
章
に
お
い
て
、
原
初
の
集
団
的
土
地
所
有
の
存
在
か
ら
引
き
出
そ
う
と
試
み

ら
れ
た
法
律
的
帰
結
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
二
．
私
的
土
地
所
有
は
社
会
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
断
言

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
領
域
に
お
よ
ぶ
議
論
は
、
現
実
と
科
学
の
領
域
に
身
を
置
く
と
は
言
い
な
が
ら
、

全
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
形
而
上
学
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
も
っ
と
昔
に
さ
か
の
ぼ
り
、
自

由
に
つ
い
て
の
一
般
的
問
題
を
同
一
の
基
準
に
従
っ
て
論
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 
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逆
に
い
く
つ
か
の
国
で
は
公
権
力
の
目
的
は
も
は
や
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加

者
を
そ
の
行
動
の
結
果
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
全
て
が
許
さ
れ
る
。
彼
ら
は
遂
に
憲

兵
を
殴
り
殺
し
、
働
く
こ
と
を
望
む
労
働
者
を
虐
待
し
て
も
許
さ
れ
る
に
至
る
（
１
）
。
あ
る
労
働
者
た
ち
は

工
場
を
放
棄
す
る
。
彼
ら
は
別
の
労
働
者
た
ち
に
取
っ
て
代
ら
れ
る
。
す
る
と
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
た
ち

は
、
一
般
に
要
求
に
対
し
て
譲
歩
す
る
弱
さ
を
持
つ
公
権
力
に
対
し
、
自
分
た
ち
が
勝
手
に
放
棄
し
た
工

場
に
戻
り
、
自
分
た
ち
に
取
っ
て
代
っ
た
勤
勉
な
労
働
者
を
そ
こ
か
ら
追
い
出
す
た
め
に
「
調
停
」
を
要

求
す
る
（
２
）
。
一
種
の
選
別
が
行
な
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
逆
方
向
に
行
な
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
選
別
は
劣
悪
な
要
素
を
優
遇
す
る
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
国
で
は
労
働
者
は
一
般
に
、
乱
暴
で
 

具
体
的
な
事
例
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
の
自
由
は
全
く
、

大
の
効
用
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
真
実
で
あ
る
の
は
、
ス
ト

ラ
イ
キ
参
加
者
が
そ
の
行
動
の
結
果
を
引
き
受
け
る
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
も
し
彼
ら
の
ス
ト
ラ

イ
キ
参
加
が
道
理
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
首
に
は
な
ら
ず
、
求
め
る
条
件
を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
の
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
に
道
理
が
な
い
場
合
に
は
、
彼
ら
は
た
や
す
く
首
に
な
り
、
別
の
機
会
に
は
あ

ま
り
怒
り
っ
ぽ
く
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
あ
る
種
の
選
別
が
行
な

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
思
慮
分
別
が
あ
り
慎
重
な
労
働
者
は
他
の
労
働
者
よ
り
も
好
条
件
で
雇
傭
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

次
の
よ
う
な
可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
問
題
は
一
時
的
な
現
象
に
す
ぎ
ず
、
人
道
主
義

的
感
情
が
そ
の
仕
事
―
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
権
力
の
座
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
抵
抗
を
阻
止
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
が
―
を
完
了
し
た
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
感
情
は
消
滅
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
も
っ
と
男
性
的
な
感
情
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
多
少
と
も
自
由
主
義
的
な
体
制
が

再
び
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

現
在
、
責
任
と
い
う
考
え
方
は
没
落
過
程
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
人
道
主
義
的
感
情
と
ま
す
ま
す
衝
突
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
民
主
主
義
国
の
議
会
は
責
任
と
い
う
考
え
方
を
破
壊
す
る
た
め
に
ひ
っ

き
り
な
し
に
法
律
を
制
定
し
、
市
民
を
甘
や
か
し
、
彼
ら
を
そ
の
行
動
の
結
果
か
ら
出
来
る
限
り
免
れ
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
保
存
の
第
二
の
手
段
は
ま
す
ま
す
適
用
不
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

も
は
や
残
さ
れ
て
い
る
の
は
第
一
の
手
段
に
訴
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

 

社
会
は
す
べ
て
、
も
し
そ
れ
が
存
続
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
在
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な

行
動
が
生
ず
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
、
遅
か
れ
早
か
れ
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
手

段
は
二
つ
し
か
な
い
。
ま
ず
、
人
々
か
ら
行
動
の
自
由
を
取
り
上
げ
あ
り
う
る
悪
を
前
も
っ
て
封
ず
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
人
々
を
自
由
に
放
置
し
て
お
き
、
彼
ら
に
そ
の
行
動
の
結
果
を
引

き
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
有
害
な
行
動
を
抑
止
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
自
由
は
責
任
と
い
う
こ
と
を
そ
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
補
充
お
よ
び
矯
正
物
と
し
て
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
由
と
責
任
の
二
つ
は
分
離
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
先
の
二
つ
の
手
段
の
う
ち
、

第
二
の
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
欲
し
な
い
な
ら
ば
、
社
会
の
没
落
を
欲
す
る
の
で
な
い
限
り
は
絶
対
的
に

第
一
の
手
段
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

と
す
る
感
情
の
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
我
々
は
こ
こ
で
こ
の
責
任
と
い
う
こ
と
ば
を
、
そ
れ
が
伴
な
っ
て
い

る
形
而
上
学
的
な
付
随
的
評
価
は
一
切
な
し
に
用
い
て
い
る
。
一
人
の
人
間
の
責
任
に
つ
い
て
語
る
と
し

て
も
我
々
は
自
由
意
志
の
理
論
あ
る
い
は
そ
れ
に
似
た
も
の
を
ほ
の
め
か
そ
う
と
は
少
し
も
思
わ
な
い
。

我
々
が
言
い
た
い
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
人
間
は
よ
か
れ
悪
し
か
れ
自
ら
の
行
動
の
結
果
を
蒙
む
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。 
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も
し
こ
の
よ
う
な
事
態
が
一
般
的
に
な
れ
ば
、
生
産
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
社
会
化
さ
れ
た
」
と
し
て

も
停
止
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
紛
糾
が
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
の
は
た
だ
そ
れ
が
ま
だ
あ
ま
り
拡
大
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
、
郵
便
、
電
信
、
鉄
道
と
い
っ
た
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
あ
る

危
険
の
接
近
を
人
々
は
感
じ
取
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
施
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
誰
も
あ
ま

り
分
っ
て
い
な
い
（
１
）
。
他
方
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
単
に
私
企
業
部
門
に
向

 

現
在
、
非
常
に
多
数
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
き
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
経
済
的
な
も
の
で
は
全
く
な
く
（
１
）
、

し
ば
し
ば
全
く
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
ス
ポ
ー
ツ

．
．
．
．
と
な
っ
て
お
り
、
あ
る
種
の
労

働
者
た
ち
は
ち
ょ
っ
と
し
た
口
実
の
も
と
に
そ
れ
に
没
頭
す
る
。
こ
れ
は
他
の
労
働
者
た
ち
が
「
月
曜
の

自
主
休
業
を
す
る
」
の
と
同
じ
で
あ
る
。
給
与
の
不
足
が
い
か
に
遠
因
を
な
し
て
い
よ
う
と
も
、
労
働
者

に
こ
の
よ
う
な
ぜ
い
沢
を
許
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
給
与
の
向
上
で
あ
る
。
例
え
ば

あ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
あ
る
地
域
で
勃
発
す
る
と
す
る
。
別
の
地
域
で
は
あ
る
産
業
の
労
働
者
た
ち
が
「
連

帯
の
精
神
に
よ
っ
て
」
二
日
間
ス
ト
ラ
イ
キ
休
業
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
い
う
話
が
聞
え
て
く
る
。
別

の
場
合
に
は
、
労
働
者
た
ち
は
要
求
項
目
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
ま
ま
ま
ず
仕
事
を
放
棄
し
、
そ
の
次
に
、

何
を
要
求
す
べ
き
か
を
考
え
る
た
め
に
集
会
を
も
つ
。 

怠
惰
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
公
権
力
か
ら
良
く
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
商
務
大
臣
が
組
合
「
ル
ー
ジ

ュ
」
の
傾
向
に
嗜
好
を
も
っ
て
い
る
。
ル
ー
ジ
ュ
の
活
動
は
主
と
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
煽
動
し
、
軍
隊
を

蔑
視
す
る
こ
と
に
費
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
こ
の
商
務
大
臣
は
組
合
「
ジ
ョ
ー
ヌ
」
の
代
表
を
受
け
入
れ

る
こ
と
は
尊
大
に
拒
絶
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ヌ
の
目
的
は
で
き
る
限
り
優
れ
た
労
働
組
織
を
つ
く
る
こ
と

で
あ
り
、
彼
ら
は
法
律
に
も
敬
意
を
も
っ
て
従
う
（
３
）
。 

 

（
１
） 

現
在
彼
ら
は
、
昔
何
度
か
あ
っ
た
よ
う
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
期
間
中
の
日
給
を
支
払
う
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
（
例
え

ば
バ
ル
セ
ロ
ナ
、
一
九
〇
二
年
二
月
）
。
も
し
こ
の
習
慣
が
一
般
化
し
た
な
ら
ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
労
働
者
の
常
態

に
何
故
な
ら
な
い
の
か
が
分
ら
な
く
な
る
。 

（
２
） 

例
え
ば
一
九
〇
二
年
ト
リ
ノ
で
は
ガ
ス
会
社
が
こ
の
よ
う
な
調
停
要
求
に
可
能
な
限
り
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
が
、
市

長
が
行
使
し
た
圧
力
に
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
月
二
四
日
の
共
同
委
員
会
の
会
議
で
、
委
員
の
一
人
ジ

ア
ノ
リ
オ
氏
は
、
市
長
の
こ
の
よ
う
な
介
入
は
少
な
く
と
も
余
計
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
を
表
明
し
た
が
、

彼
の
声
は
孤
立
し
て
い
た
。 

（
３
） 

彼
ら
が
「
聖
職
者
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
当

否
は
と
も
か
く
も
聖
職
者
至
上
主
義
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
人
間
は
誰
で
も
一
九
〇
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は

■dim
inutio capitis

（
原
文p.59

）
■
を
蒙
む
る
。
こ
れ
は
法
律
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
の
こ
と
で
あ
る
。 

  

（
１
） 

一
九
〇
一
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
い
く
つ
か
の
港
の
港
湾

ド

ッ

労
働
者

カ

ー

ズ

た
ち
は
、
大
陸
の
す
べ
て
の
港
で
イ
ギ
リ
ス
船
を

排
斥
す
る
こ
と
を
真
面
目
に
提
案
し
た
。
港
湾
労
働
者
た
ち
は
す
べ
て
、
イ
ギ
リ
ス
船
に
積
載
さ
れ
て
い
る
商
品
の

陸
上
げ
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
港
湾
労
働
者
た
ち
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
の
外
交

政
策
の
無
責
任
な
支
配
者
た
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
の
計
画
は
幸
い
な
こ
と
に
、
後
々
問
題
を
残
さ

な
か
っ
た
。
も
し
こ
の
計
画
が
成
功
し
て
い
た
な
ら
ば
、
恐
ろ
し
く
も
そ
の
結
果
は
戦
争
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。 
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フ
ラ
ン
ス
で
は
マ
ッ
チ
産
業
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
は
国
家
の
独

占
事
業
で
あ
る
。
労
働
者
の
賃
金
は
実
に
高
く
、
要
求
さ
れ
る
労
働
は
余
り
に
僅
か
な
の
で
、
フ
ラ
ン
ス

の
マ
ッ
チ
の
生
産
コ
ス
ト
は
ベ
ル
ギ
ー
の
民
間
産
業
の
場
合
に
比
べ
て
と
て
つ
も
な
く
大
き
く
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
マ
ッ
チ
産
業
は
、
生
産
の
社
会
化
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
防
止
す
る
と
い

う
こ
と
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
ス
ト
ラ
イ
キ
を
免
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
な
の
で

あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
こ
の
マ
ッ
チ
産
業
に
お
い
て
他
の
民
間
産
業
の
大
多
数
に
お
け
る
よ
り
も
頻
繁
な

の
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、

上
質
の
一
社
会
主
義
者
を
擁
し
て
お
り
、
議
会
の
中
の
社
会
主
義
者
た

ち
の
声
だ
け
を
頼
り
に
統
治
し
て
い
る
内
閣
の
も
と
で
さ
え
起
き
る
の
で
あ
る
（
１
）
。 

け
て
指
導
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
「
社
会
化
」
さ
れ
て
い
る
産
業
部
門
に
お
い
て
も
起
き

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
１
） 

一
九
〇
二
年
三
月
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
あ
る
些
細
な
こ
と
が
口
実

に
さ
れ
た
。 

（
１
） 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
鉄
道
の
労
働
者
及
び
職
員
が
労
働
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
イ

タ
リ
ア
で
は
一
八
九
八
年
と
一
九
〇
二
年
に
、
鉄
道
従
業
員
の
う
ち
軍
隊
と
予
備
役
に
属
し
て
い
た
者
を
、
職
務
に

つ
か
せ
た
ま
ま
、
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
鉄
道
従
業
員
の
ゼ
ネ
ス
ト
と
い
う
困

っ
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
正
常
な
も
の
と
し
て
採
用
す
べ
き
良
策
と
は
た
し
か
に
思
え
な
い
。 

イ
タ
リ
ア
の
逓
信
省
の
総
裁
で
あ
っ
た
グ
リ
ム
ベ
ル
テ
ィ
氏
は
一
九
〇
二
年
に
、
逓
信
省
職
員
に
対
し
て
ゼ
ネ
ス

ト
を
準
備
す
る
た
め
に
集
会
を
催
す
こ
と
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
状
況
か
ら
み
て
、
と
く
に
責

任
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
唯
一
可
能
で
あ
っ
た
措
置
を
世
論
が
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
考
慮
す
れ

ば
、
完
全
に
正
し
か
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

   
三
月
一
日
付
の
『
ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
・
デ
バ
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
マ
ッ
チ
製
造
業
労
働
者
の

ス
ト
ラ
イ
キ
は
オ
ベ
ル
ヴ
ィ
リ
エ
か
ら
始
ま
っ
て
他
の
い
く
つ
か
の
工
場
に
も
拡
大
し
て
い
る
。
か
く
も
く
だ
ら
ぬ

理
由
か
ら
唆
か
さ
れ
た
労
働
の
中
断
を
見
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
オ
ベ
ル
ヴ
ィ
リ
エ
の
一
労
働
者
が
マ
ッ
チ
箱
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
「
耐
風
マ
ッ
チ
」
の
数
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
雇
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
点
に
関
連
し
て

公
衆
の
不
平
苦
情
が
い
か
に
頻
繁
で
ま
た
い
か
に
正
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
公
衆
に
対
し

て
は
五
〇
本
な
い
し
は
一
〇
〇
本
の
マ
ッ
チ
が
入
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
マ
ッ
チ
箱
が
売
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

公
衆
は
こ
の
表
示
が
ほ
ん
と
う
で
な
い
こ
と
を
実
に
し
ば
し
ば
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
苦
情
に
償
い
を
す
る

た
め
に
行
政
当
局
は
勘
定
の
仕
事
の
組
織
を
変
更
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
オ
ベ
ル
ヴ
ィ
リ
エ
で
こ
の
作
業
に
つ
い

て
い
た
労
働
者
は
、
従
っ
て
、
自
分
は
仕
事
を
奪
わ
れ
る
と
感
じ
た
。
彼
は
解
雇
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
給
与
も
減

り
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
た
だ
単
に
別
の
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
彼
の
仲
間
た
ち
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入

っ
た
の
は
こ
の
き
わ
め
て
自
然
な
措
置
に
対
し
て
抗
議
す
る
た
め
で
あ
る
。
行
政
当
局
は
決
定
を
撤
回
す
る
こ
と
を

拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
拒
否
は
ど
う
み
て
も
正
当
で
あ
る
。
も
し
労
働
者
た
ち
が
裁マ

ジ

判
官

ス

ト

ラ

と
同
じ
よ
う

に
転
任
さ
れ
え
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
労
働
者
た
ち
の
上
役
が
労
働
者
本
人
の
同
意
あ
る
い
は
組
合
の
許
可
な
し
に
は

労
働
者
に
別
の
仕
事
を
指
定
す
る
権
限
さ
え
も
た
な
い
な
ら
ば
、
ど
ん
な
産
業
で
あ
れ
そ
れ
を
営
み
う
る
可
能
性
は

も
は
や
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
馬
鹿
げ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
が
長
び
く
場
合
に
は
、
行
政
当
局
の
な
す
べ
き
決
定

は
一
つ
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
外
国
か
ら
マ
ッ
チ
を
調
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
公
衆
に
供
給
さ
れ
る
品
物
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客
観
的
に
見
れ
ば
、
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
繁
栄
し
、
日
に
日
に
地
歩
を
獲
得
し
て
い
る
の
に
、

 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
何
人
か
の
信
奉
者
は
非
常
に
滑
り
や
す
い
坂
道
を
下
ま
で
滑
り
落
ち
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
坂
道
と
は
科
学
的
事
実
と
い
う
客
観
的
な
場
か
ら
倫
理
と
い
う
主
観
的
な
場
に
至
る
も
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
経
済
学
の
理
論
的
諸
問
題
は
す
べ
て
、
我
の
も
の
と
汝
の
も
の
と
い
う
一
問
題
に
還

元
さ
れ
、
す
べ
て
の
実
践
的
問
題
は
自
由
放
任
（laissez faire, laissez passer

）
の
魔
術
的
公
式
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
う
る
と
信
ず
る
に
至
っ
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
は
、
経
済
科
学
の
真
理
は
い
ま
や
す
べ

て
発
見
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
そ
れ
を
広
め
る
こ
と
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
表
明
し
た
。

か
く
し
て
す
べ
て
の
科
学
が
進
歩
し
て
い
る
な
か
で
一
つ
だ
け
独
特
の
例
外
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
既
に
固
定
し
て
お
り
不
易
不
変
の
経
済
学
と
い
う
例
外
で
あ
る
。
別
の
信
奉
者
に
よ
れ
ば
バ
ス

テ
ィ
ア
は
こ
の
学
問
の

後
の
言
葉
を
既
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
「
バ
ス
テ
ィ
ア
を
再
読
せ
よ
」
が
何
に
つ

け
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
敵
対
者
に
対
す
る
反
駁
は
次
の
数
語
に
要
約
さ
れ
る
。「
こ
こ
に
ま
だ
バ
ス
テ
ィ

ア
を
読
み
返
す
必
要
の
あ
る
人
間
が
一
人
い
る
！
」
こ
の
方
式
は
単
純
で
あ
り
、
便
利
で
あ
り
、
あ
ま
り

大
き
な
知
的
努
力
は
要
求
し
な
い
。
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
は
自
由
主
義
の
学
説
の
退
化
堕
落
に

ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

経
済
的
自
由
は
既
存
の
状
況
を
尊
重
し
つ
つ
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
矛
盾
が
存
在

し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
既
存
状
況
は
経
済
的
拘
束
の
体
制
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も

し
経
済
的
拘
束
の
体
制
が
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
有
害
だ
と
い
う
こ
と
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
の
状
況
の
効
果
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
す
る
唯
一
の
回
答
は
、
転
覆
激
動
は
一
般
に
な
お
一
層
致
命
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
我
々
を
純
粋
に
科
学
的
な
検
討
の
場
に
連
れ
戻
す
こ
と
に
な
る
。 

 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
同
じ
く
人
間
の
選
択
の
問
題
を
無
視
し
て
い

る
。
困
難
は
前
者
の
場
合
の
方
が
後
者
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
い
と
い
う
点
は
本
当
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
人
間
が
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
能
の
重
要
性
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
困
難
は
増
大

す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
合
に
は
人
間
が
彼
ら
に
託
さ
れ
た
権
力
を
濫
用
し
な

け
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
合
に
は
、
こ
れ
と
同
じ
条
件
が
満
た
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
、
生
産
と
分
配
と
を
首
尾
よ
く
規
制
す
る
た
め
に
必
要
な

活
動
と
知
識
と
を
人
間
が
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
抜
の
難
し
さ

は
、
比
較
的
小
さ
い
と
は
言
え
、
依
然
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
、
経
済
的
自
由
の
体
制
を
確
立
し
よ
う
と

欲
す
る
人
間
は
、
政
治
的
組
織
お
よ
び
社
会
的
組
織
の
問
題
に
対
し
て
も
無
関
心
に
な
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
ら
を
経
済
的
組
織
か
ら
完
全
に
切
り
離
そ
う
と
す
る
こ
と
は
現
実
の
外
に
出
る
こ
と
を
意
味
す

る
。 

 

生
産
が
す
べ
て
社
会
化
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
も
し
市
民
が
き
わ
め
て
些
細
な
こ
と
を
口
実
に
し
て
仕
事

を
放
棄
し
て
散
歩
に
行
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
赤
貧
状
態
に
陥
り
、

後
に
は
餓
死
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
遅
か
れ
早
か
れ
こ
う
し
た
不
幸
を
避
け
る
た
め
に
何
か
措
置

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
我
々
が
、
選
別
が
作
用
す
る
に
任
せ
、
良
い
分

子
と
悪
い
分
子
の
区
分
け
が
進
む
の
を
欲
し
な
い
と
す
れ
ば
、
仕
事
を
ほ
う
り
出
す
自
由
を
市
民
か
ら
取

り
上
げ
、
彼
ら
を
あ
る
意
味
で
強
制
さ
れ
た
労
働
に
就
か
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の

悪
の
あ
い
だ
で
は
人
は
結
局
の
と
こ
ろ
小
さ
い
方
の
悪
を
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
は
十
中
八
九
質
が
よ
く
な
り
、
予
算
上
失
う
も
の
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
」 
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イ
ギ
リ
ス
は
自
由
貿
易
を
享
受
し
、
一
般
に
非
常
に
広
範
な
経
済
的
自
由
を
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
る

 

次
に
、
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
同
じ
よ
う
に
、
実
際
そ
の
信
者
た

ち
に
対
し
て
地
上
の
楽
園
を
約
束
し
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
由
主
義
的
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
ま
ち
が
い
は
、
そ
の
地
上
の
楽
園
を
あ
ま
り
に
近
く
接
近
し
や
す
い
範
囲
に
置
い
た
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
約
束
が
人
を
熱
狂
さ
せ
奮
い
立
た
せ
る
の
は
、
そ
の
実
現
が
あ
ま
り
に
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、

経
験
に
よ
っ
て
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
時
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

 

ま
ず
第
一
に
教
義
学
説
が
固
有
に
持
っ
て
い
る
科
学
的
功
績
に
つ
い
て
の
考
慮
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
科
学
上
の
功
績
な
る
も
の
は
、
幾
千
も
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
民
衆
の
あ
い

だ
で
の
学
説
の
普
及
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
価
値
に
つ
い
て
の
バ
ス
テ
ィ

ア
の
理
論
は
ま
ち
が
っ
て
は
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
ほ
ど
に
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。
他
方
、
マ

ル
ク
ス
の
価
値
論
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
精
緻
を
極
め
た
解
釈
が
バ
ス
テ
ィ
ア
の
価
値
論
に
も
及
ん
で
、

そ
れ
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
解
釈
者
は
遂
に
、
マ
ル
ク
ス
は
決
し

て
価
値
に
つ
い
て
の
一
理
論
を
作
り
上
げ
よ
う
と
は
欲
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
バ
ス
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
よ
う
に
言
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
事

実
に
よ
る
否
定
を
免
れ
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
は
あ
る
一
定
の
領
域
に
お
い
て
の
み
真
理
な
の
だ
、

と
い
っ
た
こ
と
を
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
全
く
バ
ス
テ
ィ
ア
の
理
論
に
つ
い
て
も
同
じ
や

り
方
で
難
局
を
切
り
抜
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
厳
密
に
言
え
ば
、
多
少
と
も
未
知
の
一
領
域

に
お
い
て
真
理
で
あ
る
と
主
張
で
き
な
い
よ
う
な
理
論
は
世
界
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
１
）
。 

 

我
々
は
こ
う
し
た
問
題
や
そ
の
他
多
く
の
類
似
し
た
問
題
に
対
し
て
非
常
に
不
完
全
な
解
答
を
与
え
う

る
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
組
織
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
教
義
の
普
及
の
問
題
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
問
題
の
う

ち
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
重
要
で
あ
り
、
我
々
と
し
て
は
、
社
会
組
織
に
つ
い
て
の

教
義
の
普
及
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
我
々
の
知
っ
て
い
る
僅
か
の
こ
と
で
も
提
示
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は

な
ら
な
い
。 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
何
故
に
ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
が
可
能
で

は
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
知
識
の
現
状
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
に
完
全
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
他
方
で
は
、
あ
る
種
の
概
念
、
精
神
状
態
が
ど
う
し
て
繁
栄
し
、
そ
の
成
功
を
保

証
す
る
条
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
の
特
殊
ケ

ー
ス
で
も
あ
る
。
ア
リ
ウ
ス
派
の
教
義
は
何
故
に
打
ち
破
ら
れ
た
の
か
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
は
何
故
に
あ
れ

ほ
ど
多
く
の
共
鳴
者
を
生
み
出
し
た
の
か
。
仏
教
は
何
故
に
こ
れ
ほ
ど
普
及
し
た
の
か
。 

 

（
１
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
も
天
体
力
学
に
つ
い
て
「
領
域

ス
フ
ェ
ー
ル

」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
「

初
に
指
定
さ
れ
る
契
機
は
、

運
動
と
静
止
の
統
一
が
静
止
な
き
運
動
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
運
動
体
が
自
己
自
身
か
ら
分

離
す
る
た
め
に
努
力
す
る
逸
脱
の
領
域
で
あ
る
。
…
彗
星
は
、
運
動
体
が
宇
宙
秩
序
か
ら
離
脱
し
、
そ
の
統
一
を
失

う
お
そ
れ
の
あ
る
領
域
を
構
成
し
て
い
る
。
…

後
に
、
即
自
的
対
自
的
に
惑
星
の
領
域
で
あ
る
と
こ
ろ
の
領
域
は
、

自
己
自
身
と
の
一
関
係
お
よ
び
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
一
関
係
を
構
成
す
る
。
」
（Philos. de la N

at., trad. 
de V

éra, I, p.318-323

）
た
と
え
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
引
っ
ぱ
り
出
し
て
き
て
集
め
た

場
合
で
も
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
多
分
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
学
説
の
意
味
と
全
く
同
じ
程
度
に
道
理
に
か
な
っ
た
あ
る

一
つ
の
意
味
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
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自
由
貿
易
に
つ
い
て
は
彼
ら
は
税
法
と
保
護
関
税
と
を
注
意
深
く
区
別
し
、
保
護
関
税
の
み
を
非
難
し
、

税
法
に
は
お
ず
お
ず
と
頭
を
下
げ
た
。
国
民
に
パ
ン
が
高
く
売
ら
れ
て
い
る
と
せ
よ
、
こ
れ
は
よ
い
こ
と

か
悪
い
こ
と
か
。
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
パ
ン
の
高
値
が
税
法
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、

何
も
言
う
こ
と
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
保
護
関
税
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
抗
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
区
別
は
科
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
完
全
に
合
理
的
で
あ
り
、
必
要
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
実

践
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
そ
う
し
た
区
別
は
ほ
と
ん
ど
無
価
値
で
あ
る
。
も
し
あ
る
人
が
高
値
で
パ
ン
を
買

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
値
段
が
保
護
関
税
の
結
果
で
あ
る
か
税
法
の
結
果
で
あ
る
か
は
、

 

そ
の
上
、
勝
利
し
つ
つ
あ
る
宗
教
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
主
義
者
に
お
い
て
も
、
教
条
的

な
部
分
は
第
二
の
平
面
、
後
方
に
ほ
う
り
出
さ
れ
、
前
面
は
比
較
的
接
近
し
た
具
体
的
可
蝕
的
な
利
害
の

考
慮
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
集
産
主
義
的
理
想
は
未
来
の
も
や
も
や
の
中
に
消
え
去
る
。
し
か
し

そ
の
間
社
会
主
義
の
指
導
者
た
ち
は
支
持
者
さ
ら
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
一
般
を
援
助
し
に
行
く
機
会
が
あ

れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
軽
視
は
せ
ず
、
彼
ら
の
労
苦
、
闘
い
、
危
険
、
苦
し
み
を
共
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
彼
ら
の
愛
情
を
か
ち
取
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
の
成
功
は
、
人
々
を
首
尾
よ
く
説
得
し
行
動
へ

と
駆
り
立
て
る
の
に
成
功
す
る
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
感
情
と
利
害
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
も
し
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
信
奉
者
た
ち
が
こ
れ
と
同
じ
道
を
た
ど
っ

て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
も
多
分
何
ほ
ど
か
の
成
功
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら

は
、
大
衆
を
論
証
だ
け
で
ひ
っ
ぱ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
さ
に
こ
の
点
が
彼
ら
の
敗
北
の

主
要
な
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
信
奉
者
た
ち
は
実
現
を
遠
い
と
こ
ろ
に
置
く
と
い
う
こ
の
方
策
を
放
棄
し

た
。
彼
ら
の
願
い
は
節
度
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
い
く
つ
か
の
譲
歩
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
か
な
り
微
温
的
な
信
念
し
か
も
た
な
い
、
満
ち
足
り
た
人
々
の
党
派
で
あ

り
、
そ
の
微
温
的
で
し
か
な
い
信
念
の
故
に
彼
ら
の
見
解
の
擁
護
は
一
種
の
贅
沢
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
宗

教
が
創
始
さ
れ
う
る
の
は
熱
狂
者
と
殉
教
者
の
存
在
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
自
称
の
人
も
含
め
て
、
自

由
主
義
者
に
は
全
く
そ
れ
ら
が
欠
如
し
て
い
た
。
社
会
主
義
者
の
う
ち
に
は
熱
狂
者
も
殉
職
者
も
あ
り
余

る
ほ
ど
い
た
し
、
現
在
も
い
る
。
社
会
主
義
者
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
で
日
刊
紙
を
設
け
自
分
た

ち
の
思
想
を
擁
護
し
ま
た
普
及
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
自
由
主
義
者
た
ち
は
こ
の
種
の
新
聞
一
つ
を
持
つ

の
に
必
要
な
小
さ
な
犠
牲
さ
え
払
う
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
国
々
で
社
会
主

義
者
た
ち
が
投
獄
さ
れ
た
年
数
を
加
算
す
れ
ば
全
体
で
数
世
紀
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
罰
金
を
加
算
す

れ
ば
総
額
百
万
フ
ラ
ン
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
自
由
主
義
者
」
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
彼

ら
は
評
判
に
な
る
に
は
あ
ま
り
に
立
派
す
ぎ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
敵
に
対
し

て
の
鷹
揚
さ
を
保
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
生
き
て
い
る
う
ち
か
ら
、
あ
る
い
は
遺
言
に
よ
っ
て
、
敵
と
の
共

同
作
業
の
た
め
に
か
な
り
の
金
額
を
与
え
残
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
由
主
義
的
」
あ
る
い
は
「
個

人
的
」
な
目
的
の
た
め
に
一
サ
ン
チ
ー
ム
を
拠
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
彼
ら
の
念
頭
に
は
絶
え
て
の
ぼ
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
国
に
は
非
常
に
多
数
の
窮
乏
者
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
異
論
の
余
地
の

な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
社
会
的
不
幸
と
経
済
的
自
由
と
の
共
存
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
我
々
は
集
産
主
義
と
い
っ
し
ょ
に
な
ら
ば
こ
れ
ら
二
つ
の
共
存
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
集

産
主
義
は
い
ま
だ
実
現
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
集
産
主
義
が
実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
は
真
の
集
産
主
義
で
は
な
い
、
ま
た
存
続
し
て
い
る
悪
、
不
幸
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
抵
抗
の
た
め
で
あ

る
、
と
い
つ
で
も
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 
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ド
イ
ツ
で
は
社
会
主
義
者
た
ち
は
関
税
の
引
き
上
げ
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
こ

の
関
税
が
労
働
者
の
生
活
費
を
上
昇
さ
せ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
形
而
上
学
的
、

倫
理
的
そ
の
他
の
空
想
を
追
求
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
労
働
者
の
利
害
を
認
識
し
て
い
る
し
、

そ
れ
を
擁
護
し
て
い
る
。
同
じ
く
企
業
家
た
ち
は
彼
ら
の
製
造
物
に
課
せ
ら
れ
る
保
護
関
税
に
対
し
て
き

わ
め
て
好
意
的
で
あ
り
、
農
民
が
同
様
の
権
利
を
要
求
す
る
と
考
え
て
憤
慨
し
て
い
る
。
企
業
家
に
と
っ

て
の
保
護
関
税
は
、
例
え
ば
鉄
道
線
路
を
外
国
に
売
却
す
る
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
価
格
で
ド
イ
ツ

国
内
で
売
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
権
利
な
の
で
あ
る
。
関
税
に
つ
い
て
一
九
〇
二
年
に
ド
イ
ツ
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
問
題
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
。
も
し

ド
イ
ツ
が
、
現
在
の
よ
う
に
一
部
は
工
業
的
で
あ
り
一
部
は
農
業
的
な
国
で
は
な
く
、
本
質
的
に
工
業
的

 

さ
ら
に
客
観
的
に
見
て
も
、
税
法
の
方
が
保
護
関
税
よ
り
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
我
々
が
既
に
見
た
よ
う
に
、
国
家
の
支
出
は
一
定
量
で
あ
り
、
一
方
の
税
金
は
他
方
の
税

金
を
免
れ
さ
せ
る
と
考
え
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
政
府
は
つ
ね
に
金
を
必
要
と
し
て
お
り
、
納
税

者
か
ら
出
来
る
限
り
吸
い
上
げ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
他
方
、
経
済
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
内
産
業
保

護
政
策
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
る
金
額
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
貯
蓄
に
ま
わ
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
国
民

の
資
本
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
税
法
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
る
金
額
は
一
般
に
浪
費
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
護
政
策
の
た
め
の
金
額
は
少
な
く
と
も
一
部
は
優
良
者
を
助
成
す
る
た
め
に
使
わ

れ
る
が
、
税
法
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
る
金
額
は
劣
悪
者
を
助
長
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
し
ま
う
。
保
護

政
策
が
有
害
な
の
は
主
と
し
て
そ
れ
が
製
造
部
門
係
数
（coefficients de fabrication

）
に
対
し
て
、
生

産
の

大
値
お
よ
び
国
民
に
と
っ
て
の
効
用
の

大
値
と
は
異
な
る
値
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。
経
済

的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
直
接
的
効
果
は
つ
ね
に
、
そ
し
て
必
然
的
に
富
の
一
定
の
破
壊
に
帰
着
す
る
。

し
か
し
社
会
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
出
費
に
よ
っ
て
別
の
有
益
な
効
果
を
購
う
こ
と
が
で
き
る
。

後
に
、
実
際
的
な
場
面
で
は
保
護
政
策
だ
け
を
単
独
で
、
切
り
離
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
あ
る
人
々
の
富
を
別
の
人
々
の
と
こ
ろ
に
移
転
さ
せ
る
た
め
の
多
く
の
方
策
の
う
ち
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
２
）
。 

（
２
） 

第
二
章
の(

■
原
文p.126

■
）
参
照
。
誰
も
が
要
求
し
取
得
す
る
と
き
に
は
、
ひ
と
り
何
も
要
求
せ
ず
取
得
し
な
い

人
間
は
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
犠
牲
に
さ
れ
る
。 

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
〇
一
年
、
穀
物
に
つ
い
て
適
度
の

．
．
．
輸
入
税
を
復
活
す
る
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
た
（
保
護
関
税
は

一
般
に
ま
ず
適
度
の

．
．
．
も
の
か
ら
始
ま
る
）
。
た
し
か
に
こ
の
提
案
の
主
た
る
論
拠
は
、
当
時
は
、
ア
フ
リ
カ
で
の
戦

争
に
必
要
な
金
を
国
庫
に
提
供
す
る
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
別
の
原
因
も
作
用
し
て
い
た
。
既

に
戦
争
前
か
ら
、
こ
れ
と
類
似
し
た
計
画
が
遠
慮
が
ち
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
治
体
社

会
主
義
が
持
て
る
階
級
か
ら
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
収
奪
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
抵
抗
す
る
の
は
無
駄
な
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
全
て
を
運
び
去
る
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
。
他
面
で
は

小
抵
抗
線
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
も

は
や
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
関
税
そ
の
他
の
間
接
税
に
よ
っ
て
、
こ
の
社
会
主
義
の
た
め
の
経
費
を
少
な
く
と
も
一

部
分
、
社
会
主
義
か
ら
利
益
を
引
き
出
し
て
い
る
人
々
に
負
担
さ
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

（
１
） Cours, liv. 

■II, chap. 

■III. 

彼
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
人
々
は
自
ら
の
利
害
の
た
め
に
動
く
の
で
あ
っ
て
、
抽
象
観
念

の
た
め
に
動
く
の
で
は
な
い
。
も
し
社
会
主
義
者
た
ち
が
労
働
者
た
ち
の
直
接
的
利
害
の
こ
と
を
少
し
も

考
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
前
進
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

  

43



 

サ
モ
ス
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
地
球
そ
の
他
の
惑
星
は
太
陽
の
周
囲
を
回
転
し
て
い
る
と
教
え
て
い
た
。

こ
れ
は
近
代
天
文
学
の
理
論
学
説
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
理
論
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
、
さ
ら
に
は

ケ
プ
ラ
ー
の
理
論
と
さ
え
全
く
比
較
で
き
な
い
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ケ
プ
ラ
ー
の
理
論
の
名
誉
は
全
て
、
惑

星
の
運
動
を
支
配
す
る
い
く
つ
か
の
法
則
に
つ
い
て
彼
ら
が
与
え
た
証
明
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
同
じ
く
理
論
の
価
値
を
つ
く
り
出
す
も
の
は
、
万
有
引
力
に
つ
い
て
の
仮
説
で
は
な
く
、
そ
の

 

偶
然
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
を
発
表
し
た
場
合
で
も
正
し
い
こ
と
を
言
い
当
て
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
う
る
。
し
か
し
、
も
し
我
々
が
そ
の
解
答
を
誤
っ
た
も
の
か
ら
区
別
す
る
基
準
を
何
も
も
っ
て
い
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
。 

 

た
と
え
経
済
科
学
が
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
形
而
上
学
的
、
自
由
主
義
的
そ
の
他
の
学
説
に
属

す
る
と
も
思
わ
れ
る
帰
結
に
到
達
す
る
場
合
で
も
、
な
お
一
つ
の
巨
大
な
差
異
が
存
在
す
る
。
そ
の
差
異

は
、
た
だ
科
学
の
み
が
承
認
可
能
な
証
明
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
、
帰
結
が
該
当
す
る
諸
条
件
を
精
密

に
規
定
し
う
る
と
い
う
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

 

モ
リ
ナ
ー
リ
氏
は
具
体
的
問
題
の
解
決
は
す
べ
て
綜
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
経
済
科
学
だ

け
で
は
所
与
の
社
会
組
織
に
つ
い
て
判
断
し
う
る
に
は
足
り
な
い
こ
と
を
完
全
に
理
解
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
彼
の
仕
事
は
偉
大
な
規
模
の
大
き
さ
を
も
っ
て
お
り
、
社
会
学
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
著
書
『
経
済
学
の
自
然
法
則
』
（Les lois naturelles de l’économ

ie politique

）
に
お
い
て
彼

は
、
勇
気
と
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
著
作
に
見
ら
れ
る
学
識
と
で
も
っ
て
、
社
会
的
政
治
的
重
大
問
題
の
大
部

分
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。『
政
治
的
進
化
と
革
命
』
（L’évolution politique et la révolution

）
に
は

歴
史
的
社
会
学
の
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
試
論
が
あ
る
。
『
一
九
世
紀
に
お
け
る
経
済
的
進
化
』

（L’évolution économ
ique aux XIX

e siècle

）
で
は
氏
の
学
説
の
綜
合
的
要
約
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

著
書
『
社
会
問
題
は
い
か
に
解
決
さ
れ
た
か
』
（Com

m
ent se résoudra la question sociale

）
で
は

彼
は
社
会
に
お
け
る
変
化
が
論
証
（raisonnem

ents

）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
社
会
的
集
合
体
（l’agregat 

social

）
の
中
に
生
れ
そ
れ
を
変
容
さ
せ
る
諸
力
に
よ
っ
て
い
か
に
規
定
さ
れ
る
か
を
明
瞭
に
解
明
し
て
い

る
。 

 

結
論
的
に
言
え
ば
、
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
信
奉
者
た
ち
は
、
登
場
し
つ
つ
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
中

か
ら
集
っ
た
の
で
は
な
く
、
没
落
し
つ
つ
あ
っ
た
旧
エ
リ
ー
ト
の
中
か
ら
集
っ
た
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
学
説
と
Ｇ
・
ド
・
モ
リ
ナ
ー
リ
（M

olinari

）
氏
の
よ
う
な
別
の
論
者
た

ち
の
学
説
と
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
リ
ナ
ー
リ
氏
も
自
由
主
義
者
と
目

さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
彼
の
理
論
は
大
部
分
科
学
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
に
立
脚

し
て
い
る
。
我
々
は
彼
の
仕
事
の
な
か
に
形
而
上
学
的
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
た
し
か
に
否
定
し
よ
う

と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
う
し
た
部
分
は
二
次
的
副
次
的
で
あ
り
、
後
方
に
置
か
れ
て
い
る
。
同
じ
く
ジ
ュ

リ
ウ
ス
・
ウ
ォ
ル
フ
教
授
も
「
倫
理
的
個
人
主
義
者
」
の
う
ち
に
分
類
さ
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
彼

の
命
題
は
主
と
し
て
科
学
的
証
拠
に
立
脚
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
科
学
的
経
済
学
者
の
う
ち
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
国
に
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の
社
会
的
政
治
的
条
件
は
現
在
と
は
非
常
に
異
な
る
も
の
に
な
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
社
会
主
義
は
恐
ら
く
大
き
な
進
展
を
見
た
で
あ
ろ
う
。
軍
隊
は
大

い
に
弱
体
化
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
位
置
す
る
強
国
と
し
て
危
険
な

し
と
し
な
い
。
ド
イ
ツ
で
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
は
い
ま
だ
、
成
功
を
保
証
す
る
男
性
的
資
質

を
保
持
し
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
、
自
ら
の
地
位
を
防
衛
す
る
際
に
示
す
精
力
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い

る
。 
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ニ
ュ
ー
ト
ン
の
理
論
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
反
駁
は
非
常
に
面
白
い
。
数
学
と
力
学
に
つ
い
て
い
く
ば

く
か
の
知
識
を
有
す
る
人
で
、
惑
星
の
楕
円
運
動
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
与
え
た
説
明
を
読
ん
で
、
笑
わ

ず
に
い
る
こ
と
の
で
き
る
人
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
円
は
…
完
全
に
半
径
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
半
径

は
そ
れ
自
体
に
つ
け
加
わ
る
こ
と
の
で
き
る
単
位
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
そ
の
決
定
力
の
す

べ
て
で
あ
る
。
し
か
し
時
空
に
よ
る
決
定
が
い
ろ
い
ろ
に
異
な
り
、
時
間
と
空
間
と
の
あ
い
だ
に
質
的
関

係
が
立
て
ら
れ
て
い
る
自
由
運
動
に
お
い
て
は
、
こ
の
質
的
関
係
が
、
空
間
の
中
で
二
つ
の
決
定
を
つ
く

り
出
す
一
つ
の
差
異
．
．
と
し
て
、
空
間
の
中
に
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
惑
星
の
公

転
の
本
質
的
な
形
式
は
楕
円
．
．
で
あ
る
（
１
）
。
」
こ
の
「
し
た
が
っ
て
」
は
ま
こ
と
に
素
晴
し
い
！
「
二
つ
の

決
定
」
を
有
す
る
曲
線
は
す
べ
て
楕
円
で
あ
る
！
ら
し
い
。
ケ
プ
ラ
ー
の
第
三
法
則
の
説
明
は
さ
ら
に
一

層
見
事
で
あ
る
。
「
平
方
根
と
し
て
時
間
は
一
つ
の
経
験
的
な
大
き
さ
に
す
ぎ
ず
、
質
と
し
て
は
そ
れ
は
抽

象
的
な
一
単
位
に
す
ぎ
な
い
。
展
開
さ
れ
た
全
体
性
と
し
て
は
時
間
は
さ
ら
に
一
つ
の
決
定
さ
れ
た
単
位

 

倫
理
学
者
の
た
わ
言
と
経
済
科
学
お
よ
び
社
会
科
学
と
の
関
係
を
理
解
し
よ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
自
然
哲
学
』
と
天
文
学
、
物
理
学
、
化
学
の
近
代
の
書
物
と
を
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
労
作
は
も
は
や
絶
対
的
に
、
実
験
諸
科
学
の
中
で
は
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
１
）
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
迷
論
は
逆
に
政
治
経
済
学
や
社
会
学
の
あ
る
種
の
著
作
の
中
で
は
ま
だ
支
配
力
を
ふ
る
っ
て

い
る
。
現
在
始
っ
て
い
る
進
歩
が
政
治
経
済
学
や
社
会
学
を
他
の
実
験
諸
科
学
の
水
準
ま
で
上
昇
さ
せ
た

と
き
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
迷
論
は
我
々
の
知
識
分
野
か
ら
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。 

 

自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
部
分
的
に
、
反
動
作
用
に
よ
っ
て
、
倫
理
主
義
者
、
講
壇
社
会
主
義
者
、

そ
の
他
形
而
上
学
者
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
力
を
与
え
る
点
で
貢
献
し
た
。
そ
れ
は
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
『
経
済
学

的
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
バ
ス
テ
ィ
ア
＝
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
フ
ォ
ン
・
デ
リ
ッ
チ
ェ
氏
、
あ
る
い
は
資
本
と
労
働
』

（H
err Bastiat- Schültze von D

elitzsch, der oekonom
ische Julian ; oder K

apital und 
Arbeit

）
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
一
般
に
他
者
の
考
え
方
を
自
分
自
身
の
考
え
方
に
沿
っ
て 

で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
慣
れ
て
い
る
観
点
と
は
全
く
異
な
る
観
点
に
立
つ
こ

と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
人
は
敵
対
者
の
理
論
に
つ
い
て
は
自
ら
の
偏
見
を
通
し
て
し
か
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
寓
話
の
雄
鶏
は
粟
の
一
粒
の
方
が
一
個
の
真
珠
よ
り
も
役
に
立
つ
と
思
っ
た
。
我
が
形
而

上
学
者
た
ち
は
経
済
学
者
の
仕
事
の
な
か
の
形
而
上
学
的
な
部
分
に
、
獲
物
に
襲
い
か
か
る
よ
う
に
と
び

つ
い
た
。
彼
ら
が
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
科
学
的
な
部
分
は
完
全

に
無
視
し
た
。
か
く
し
て
彼
ら
は
金
か
ら
鉱
滓
を
分
離
し
、
鉱
滓
を
自
分
の
も
の
と
し
、
金
を
捨
て
た
の

で
あ
る
。
き
わ
め
て
稀
な
例
外
を
除
き
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
経
済
科
学
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自

分
た
ち
の
無
知
を
隠
す
た
め
に
、
経
済
学
は
存
在
し
な
い
と
ま
で
主
張
す
る
に
至
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
１
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
翻
訳
者
で
あ
る
Ａ
・
ヴ
ェ
ラ
（V

éra

）
は
『
自
然
哲
学
』
の
翻
訳
に
先
立
つ
『
予
告
』（l’Avertissem

ent

）

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
私
は
告
白
す
る
。
私
は
物
理
学
者
た
ち
を
改
宗
さ
せ
る
望
み
は
も
っ

て
い
な
い
し
、
考
え
て
も
い
な
い
。
そ
れ
は
過
剰
な
要
求
で
あ
ろ
う
し
、
私
の
目
的
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
は
な
い
。

私
は
た
だ
彼
ら
の
関
心
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
に
向
け
た
い
の
で
あ
る
。
」
結
局
の
と
こ
ろ
物
理
学
者
た
ち
は
ヘ
ー
ゲ

ル
の
著
作
に
は
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
。 

仮
説
と
事
実
と
の
一
致
の
証
明
で
あ
る
。 
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天
文
学
も
か
つ
て
は
、
社
会
諸
科
学
が
現
在
よ
う
や
く
そ
こ
か
ら
脱
し
は
じ
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
状
態

に
低
迷
し
て
い
た
。
社
会
諸
科
学
に
お
い
て
は
な
お
い
ま
だ
に
真
面
目
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
形
而
上
学
的

ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
は
も
は
や
天
文
力
学
で
は
絶
対
に
通
用
し
な
い
。
天
文
学
者
た
ち
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
夢

想
に
耽
っ
て
時
間
を
つ
ぶ
す
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
も
し
彼
ら
が
そ
う
し
た
夢
想
に
反
論
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
疑
い
も
な
く
彼
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
は
形
而
上
学
的
で
あ
る
と
す
る
批
判
に
対
置

さ
れ
た
の
と
同
じ
反
論
を
、
呈
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
力
学
の
理
論
を
つ

く
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
「
天
文
学
を
理
解
す
る
」
た
め
の
新
し
い
方
法
を
我
々
に
与
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
、
彼
の
学
説
は
「
そ
れ
な
く
し
て
は
残
り
の
仕
事
す
べ
て
が
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
前
提
に
す

ぎ
な
い
」
、
そ
れ
は
「
天
文
学
的
現
実
で
は
な
く
彼
の
概
念
構
成
に
お
け
る
」
一
法
則
で
あ
る
、
そ
し
て

後
に
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
共
に
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
則
は
経
験
的
事
実
で
は
な
く
思
考
の
事
実
で
あ
る
（
１
）
」
、

な
ど
と
我
々
は
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
天
文
学
者
た
ち
は
何
と
答
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
反
省
さ
れ
た
一
全
体
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
を
生
み
出
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

自
体
か
ら
離
れ
な
い
。
し
か
し
時
間
は
自
ら
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
元
を
も
た
な
い
の
で
、
そ

れ
は
自
乗
．
．
に
お
い
て
自
己
自
身
と
の
同
一
性
に
到
達
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
空
間
は
逆
に
、
外
的
連
続
性

の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
原
理
を
形
成
し
、
概
念
の
次
元
、
立
方
体
に
到
達
す
る
。
か
く
し
て
そ
れ
ら
の
原
初
的

な
差
異
は
そ
れ
ら
の
実
現
の
う
ち
に
も
存
続
す
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
時
間
の
平
方
に
対
す
る
立
方
体
の

関
係
に
つ
い
て
の
ケ
プ
ラ
ー
の
第
三
法
則
で
あ
る
…
。」
（I, p.296-297

）
実
際
誰
も
そ
ん
な
こ
と
と
は
知

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
わ
け
の
分
ら
ぬ
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
は
、
「
真
の
自
由
」
と
は
事
物
に
対
す

る
プ
ヴ
ワ
ー
ル

権
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
と
よ
い
勝
負
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
我
々
に
次
の
よ
う
に
教
え
る
。
「
地
球
の
固
有
の
重
力
は
、
地
球
が
持
っ
て
お
り
ま
た
示
す
と
こ
ろ
の
、

自
分
自
身
で
決
定
し
（Ist ihr Sich-als-bestim

m
ende-Zeigen

）
個
体
性
と
し
て
自
ら
を
決
定
す
る
権

能
で
あ
る
。
気
圧
水
準
の
上
昇
は
、
よ
り
大
き
な
緊
張
、
地
球
の
そ
れ
自
身
に
お
け
る
よ
り
高
度
の
集
中
、

抽
象
的
重
力
か
ら
質
料
を
な
く
す
集
中
に
起
因
す
る
。」
（I, p.474

）
物
理
学
者
た
ち
は
誰
も
こ
ん
な
こ
と

と
は
知
ら
な
か
っ
た
！
こ
れ
は
、
法
律
．
．
が
貧
困
を
な
く
す
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
論
理

と
よ
い
勝
負
で
あ
る
。
「
火
は
存
在
へ
と
移
行
し
た
空
気
、
現
象
さ
せ
る
た
め
に
現
象
す
る
空
気
の
観
念
性

あ
る
い
は
本
性
で
あ
る
。
」（I, p.421

）
こ
れ
は
と
て
つ
も
な
く
明
快
で
あ
る
。
翻
訳
者
は
本
文
と
同
じ
よ

う
に
理
解
し
や
す
い
解
説
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
「
水
を
水
素
と
酸
素
と
か
ら
成
る
も
の
と
物
理
学
者
た

ち
が
表
象
す
る
考
え
方
が
正
確
で
な
い
の
と
同
じ
く
、
空
気
は
酸
素
と
窒
素
と
か
ら
成
る
も
の
と
言
う
こ

と
も
不
正
確
で
あ
る
。
空
気
に
つ
い
て
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
酸
素
と
窒
素
は
空
気
が
存
在

す
る
形
式
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
■II, p.248

）
マ
ル
ク
ス
も
同
様
の
議
論
を
す
る
。
「
使
用
価
値
は

そ
の
対
立
物
、
価
値
の
表
現
形
式
と
な
る
（
２
）
。
」
こ
の
「
形
式
」
が
実
に
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
。
「
相
対

的
形
式
が
或
る
商
品
の
価
値
を
表
現
す
る
瞬
間
か
ら
…
、
そ
の
形
式
は
そ
の
表
現
の
下
に
、
或
る
社
会
関

係
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
」
（p.22

）
「
具
体
的
労
働
は
そ
の
対
立
物
、
抽
象
的
人
間
労
働
の

表
現
形
式
と
な
る
。
」
（p.23

）
別
の
と
こ
ろ
で
も
い
く
ら
で
も
こ
の
よ
う
な
引
用
を
繰
返
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。 

（
２
） Le C

apital, trad. franç., I, p.22. 

（
１
） 

■
後
で
こ
こ
に
板
倉
先
生
が
訳
し
た
注
＝
原
文p.72-73

の
注
（
２
）
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
■ 
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し
か
し
、
水
は
零
度
で
つ
ね
に
凍
結
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
こ
こ
に
真
の
「
自
然
法
則
」
が
あ
る
。

し
か
し
い
わ
ゆ
る
経
済
的
諸
法
則

．
．
．
．
．
．
は
必
ず
し
も
検
証
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
真
の
法
則

．
．
．
．
で
は
な

い
、
と
人
は
言
う
。
ま
ず
第
一
に
、
水
は
零
度
で
つ
ね
に
凍
結
す
る
と
い
う
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
こ

れ
が
真
で
あ
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
条
件
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
経
済
諸

法
則
の
検
証
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
全
く
な
ん
の
差
異
も
存
在

 

実
験
科
学
の
徒
は
も
っ
ぱ
ら
事
物
に
つ
い
て
の
み
論
ず
る
。
彼
ら
の
研
究
目
的
は
も
っ
ぱ
ら
事
物
の
あ

い
だ
の
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
用
語
術
語
は
そ
れ
が
事
物
を
指
示
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
価

値
を
有
し
、
あ
る
理
論
の
真
理
性
の
唯
一
の
基
準
は
そ
の
理
論
の
事
実
と
の
合
致
で
あ
り
、
論
理
的
推
論

も
ま
た
こ
の
事
実
と
の
合
致
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
。
形
而
上
学
者
は
逆
に
言
葉
に
つ
い
て
論

争
す
る
こ
と
を
大
い
に
愛
好
し
、
言
葉
の
裏
面
に
多
く
の
神
秘
的
な
事
物
を
見
る
。
か
く
し
て
彼
ら
は
そ

の
言
葉
が
彼
ら
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
、
い
か
な
る
事
物
に
対
応
す
る
か
、
を
ま
ず
は
示
し
も
せ
ず

に
、
例
え
ば
価
値
．
．
に
つ
い
て
延
々
と
議
論
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
未
だ
に
経
済
的
諸
法
則

．
．
．
．
．
．
に
つ
い
て
の

議
論
、
無
益
で
も
あ
り
曖
昧
で
も
あ
る
議
論
を
や
め
な
い
。
彼
ら
は
法
則
．
．
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
、
一
般

に
、
と
て
つ
も
な
く
巨
大
で
不
可
解
な
力
能
を
見
、
経
済
的
諸
法
則

．
．
．
．
．
．
に
対
し
て
は
そ
の
力
能
を
否
認
す
る

こ
と
に
大
き
な
利
益
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
経
済
的
諸
法
則

．
．
．
．
．
．
は
彼
ら
が
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
擁

護
す
る
の
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
化
学
や
物
理
学
の
法
則
の
よ
う
な
「
自
然
諸
法

則
」
と
経
済
的
諸
法
則
と
の
あ
い
だ
に
本
質
的
な
差
異
を
立
て
る
こ
と
に
大
き
な
重
要
性
を
付
与
す
る
。

彼
ら
の
う
ち
の
何
人
か
は
こ
の
差
異
を
発
見
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
差
異
な
る
も
の
は
、
経
済
的
諸
法
則

は
例
外
を
許
容
す
る
が
、
化
学
、
物
理
学
者
の
「
自
然
諸
法
則
」
は
そ
れ
を
許
容
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
彼
ら
に
、
実
験
諸
科
学
に
と
っ
て
法
則
と
は
い
く
つ
か
の
事
実
の
斉
一
性

．
．
．
の
確
認
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
方
法
は
存
在
し
な
い
。
法
則
は
そ
れ
ゆ
え
そ
の
定
義
自
体
に
よ
っ
て
例
外

を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
法
則
が
例
外
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
法
則
は
非
斉
一
的

．
．
．
．
な
斉
一
性

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
人
が
通
俗
の
意
味
に
お
い
て

科
学
法
則
に
お
け
る
例
外
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
単
に
他
の
諸
法
則
の
効
果
の
交
叉
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

交
叉
は
化
学
的
、
物
理
的
現
象
に
つ
い
て
も
、
経
済
的
あ
る
い
は
社
会
的
現
象
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、

自
然
の
す
べ
て
の
現
象
に
つ
い
て
存
在
す
る
。
唯
一
の
差
異
は
、
観
察
に
限
定
さ
れ
ず
に
実
験
に
訴
え
る

こ
と
も
で
き
る
科
学
は
そ
の
研
究
に
お
い
て
、
あ
る
一
系
列
の
事
実
を
他
の
系
列
の
事
実
か
ら
物
質
的
に

切
り
離
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
法
則
の
効
果
、
作
用
の
交
叉
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
こ
れ
は
化
学
や
物
理
学
が
な
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
天
文
学
、
気
象
学
、
政
治
経
済
学
、
地
質

学
等
は
な
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
理
論
は
事
実
と
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
天
文
学

理
論
が
全
く
の
荒
唐
無
稽
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
天
文
学
理
論
が
「
思

考
の
事
実
」
あ
る
い
は
そ
の
他
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
実
の
と

こ
ろ
我
々
は
そ
ん
な
も
の
に
は
余
り
関
心
が
な
い
。 

（
１
） W

erner Som
bart, Zur K

ritik des oekonom
ischen System

s von K
arl M

arx. 

彼
は
マ
ル
ク
ス
の
価
値

法
則
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
は
経
験
的
事
実
で
は
な
く
、
思
考
の
事
実
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 
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科
学
的
法
則
の
う
ち
に
斉
一
性
以
外
の
も
の
を
見
よ
う
と
執
着
す
る
人
は
、
首
尾
よ
く
行
な
わ
れ
た
一

つ
の
観
察
だ
け
で
、
あ
る
液
体
の
凝
固
点
を
確
定
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
て
、
一
系
列
を
得
る
た
め
に
観

察
を
何
回
も
何
回
も
繰
り
返
す
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
と
言
っ
て
反
論
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
か
も
知
れ

な
い
が
、
し
か
し
、
一
回
き
り
の
観
察
も
非
常
に
多
数
か
ら
な
る
、
斉
一
性
の
系
列
の
一
部
を
な
し
て
い

し
な
い
。
水
は
通
常
の
気
圧
の
も
と
で
は
零
度
で
凍
結
す
る
が
、
そ
の
凝
固
点
は
気
圧
に
よ
っ
て
変
化
す

る
。
通
常
の
気
圧
の
も
と
で
さ
え
、
水
は
一
定
の
用
心
を
す
れ
ば
凝
固
点
を
零
度
以
下
に
ま
で
も
っ
て
い

く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

後
に
、
水
は
零
度
で
凝
固
す
る
と
人
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
化
学
的
に
純
粋

な
水
の
場
合
で
あ
る
こ
と
を
言
外
に
意
味
し
て
い
る
。
水
が
溶
解
物
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
凝
固
点
は

変
動
す
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
す
べ
て
「
例
外
」
と
見
做
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

物
理
諸
法
則
は
ま
さ
に
経
済
諸
法
則
と
全
く
同
じ
よ
う
に
「
例
外
」
を
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、

我
々
は
水
に
つ
い
て
実
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
あ
る
学
者
が
水
を
手
の
届
か

な
い
と
こ
ろ
で
観
察
す
る
。
彼
は
水
が
あ
る
と
き
は
零
度
で
、
ま
た
あ
る
時
は
別
の
温
度
で
凍
結
す
る
の

を
見
る
。
も
し
彼
が
我
が
形
而
上
学
者
を
ま
ね
る
な
ら
ば
、
物
理
法
則
は
存
在
し
な
い
、
と
言
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
「
政
治
経
済
学
は
自
然
諸
科
学
と
同
じ
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
一

道
徳
科
学
で
あ
る
か
ら
」
な
ど
と
言
っ
て
何
か
著
し
い
こ
と
を
言
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
々
が
存
在

す
る
。
何
で
あ
れ
科
学
に
と
っ
て
、
理
論
と
事
実
と
の
一
致
以
外
の
真
理
性
基
準
が
存
在
す
る
か
の
よ
う

な
言
い
草
で
は
な
い
か
！
我
が
学
者
先
生
も
こ
の
よ
う
な
駄
弁
を
ま
ね
て
、
「
物
理
学
は
自
然
諸
科
学
と

同
じ
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
…
一
物
理
科
学
で
あ
る
か
ら
」
と
言
う
こ
と

も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
彼
が
賢
明
で
あ
る
な
ら
、
言
葉
遊
び
を
す
る
よ
り
も
っ
と

う
ま
く
時
間
を
使
う
で
あ
ろ
う
。
彼
は
生
ま
の
事
実
を
系
列
別
に
分
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
彼
は
、

気
圧
が
七
六
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
水
銀
圧
で
水
が
零
度
で
凍
結
す
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
観
察
さ
れ
る
、
第
一

系
列
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
系
列
は
さ
ら
に
別
の
二
つ
の
系
列
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
純
水

の
場
合
と
塩
の
溶
液
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
下
位
系
列
の
第
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
純
水
も
斉
一
性

．
．
．
を
提

供
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
理
由
は
余
り
よ
く
分
ら
な
い
が
、
我
が
形
而
上
学
者
は
こ
の
斉
一
性
に
つ
い

て
も
法
則
．
．
の
名
を
維
持
し
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
下
位
系
列
は
、
水
の
中
に
溶
か
さ
れ
て
い
る

物
質
如
何
に
よ
っ
て
さ
ら
に
莫
大
な
数
の
別
の
下
位
系
列
へ
と
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
た
な
下

位
系
列
の
そ
れ
ぞ
れ
は
新
た
な
斉
一
性

．
．
．
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
斉
一
性
に
つ
い
て
も
し
倫
理
主
義

者
諸
氏
が
許
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
我
々
は
法
則
の
名
を
付
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
気
圧
七
六
〇
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
溶
液
の
凝
固
に
つ
い
て
の
法
則
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
、
気
圧

が
変
動
し
て
、
例
え
ば
一
〇
、
二
〇
、
三
〇
等
の
気
圧
で
統
一
し
て
行
な
わ
れ
る
い
ま
一
つ
別
の
観
察
系

列
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
系
列
は
、
水
が
純
水
で
あ
る
か
な
い
か
に
従
っ
て
新
た
に
い
く
つ
か
の
下
位

系
列
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
必
ず
し
も
倫
理
主
義
者
諸
氏
の
許
可
が
得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な

い
が
、
水
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
の
水
溶
液
の
凝
固
点
の
変
動
に
関
す
る
法
則
、
と
呼
ん
で
よ
い
法
則
が
得
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
す
れ
ば
数
学
的
一
科
学
で
あ
る
熱
力
学
に
よ
っ
て
、
我
々
の
事
実
系
列
を
大
い

に
拡
大
し
液
体
の
凝
固
点
と
気
圧
と
の
い
く
つ
か
の
関
係
を
計
算
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
我
々
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
諸
事
実
を
説
明
す
る
た
め
の
凝
縮
さ
れ
た
一
様
性
に
ほ
か
な
ら
な
い

理
論
、
そ
の
真
理
性
は
唯
一
排
他
的
に
事
実
と
の
一
致
に
由
来
す
る
理
論
、
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。 
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先
の
例
に
お
け
る
よ
う
に
熱
力
学
が
数
学
的
分
析
に
よ
っ
て
物
理
学
的
事
実
の
多
数
の
系
列
を
結
合
す

る
の
に
貢
献
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
同
じ
数
学
的
分
析
に
よ
っ
て
非
常
に
厖
大
な
数
の
経
済
学
的
諸
事

実
を
集
め
圧
縮
す
る
一
科
学
が
現
在
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
は
純
粋
経
済
学

．
．
．
．
．
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
純
粋
．
．
と
い
う
形
容
語
に
つ
い
て
議
論
し
て
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
る
人
々
が
い
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
用

語
が
奸
計
を
隠
し
て
い
る
、
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
学
の
残
り
の
も
の
は
不
純
．
．
で
あ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
非
難
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
地
悪
く
ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
く
の
妄
想
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
諸
事
実
が
呈
示
す
る
斉
一
性
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
り
、

 

我
々
は
物
理
学
の
一
理
論
に
関
連
し
て
、
経
済
科
学
で
用
い
ら
れ
る
方
法
を
叙
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
々
は
生
ま
の
事
実
を
集
め
、
そ
れ
を
各
系
列
に
排
列
し
、
い
く
つ
か
の
斉
一
性

．
．
．
を
発
見
し
よ
う
と
試
み

る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
れ
は
理
論
．
．
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
凝
縮
さ
れ
た
形
で
こ
れ
ら
の
斉
一
性
を

表
現
す
る
い
く
つ
か
の
公
式
を
発
見
す
る
。
こ
の
公
式
を
発
見
す
る
た
め
に
我
々
は
、
テ
ー
ラ
ー
が
客
に

何
回
も
試
着
さ
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
公
式
を
何
回
も
テ
ス
ト
す
る
。
こ
の
公
式
あ
る
い
は
理
論
の
一
つ
が

事
実
と
不
一
致
を
起
す
場
合
に
は
我
々
は
そ
れ
を
容
赦
な
く
捨
て
る
。
事
実
と
一
致
す
る
場
合
に
は
そ
れ

を
、
勿
論
暫
定
的
に
で
あ
る
が
、
採
用
す
る
。
暫
定
的
に
と
言
う
の
は
、
科
学
に
は
絶
対
的
な
も
の
は
何

も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
理
論
は
何
で
あ
れ
す
べ
て
事
実
と
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
正
し
い

の
で
あ
る
。
こ
の
一
致
が
失
な
わ
れ
る
日
に
は
そ
の
理
論
は
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
あ
る

日
、
諸
事
実
が
万
有
引
力
の
理
論
と
一
致
し
な
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
い
ま
の
と
こ
ろ
は
こ
の
理
論

を

も
蓋
然
性
が
高
い
と
認
識
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
価
値
を
失
な
い
、
別
の
も
の
に
取

っ
て
替
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
液
体
は
気
圧
そ
の
他
の
条
件
を
所
与
と
す
れ
ば
つ
ね
に
同
じ
温
度
で
凝

固
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
系
列
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
実
験
に
よ
ら
ず
し
て
我
々

は
い
か
に
し
て
こ
の
こ
と
を
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
一
回
の
実
験
で
十
分
で
あ
る
の
は
、
我
々

が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
凝
固
現
象
を
は
じ
め
て
観
察
す
る
一
個
人
を
想
定
せ
よ
。

こ
の
一
回
き
り
の
観
察
か
ら
彼
は
全
く
何
も
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
個
人
あ
る
い
は

そ
の
他
の
人
々
が
同
様
の
現
象
を
何
回
も
観
察
し
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
、
新
た
な
観
察
が
す
べ
て
自
然
に

そ
れ
ら
の
中
に
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
の
、
斉
一
性
の
各
系
列
を
獲
得
す
る
。
一
つ
の
法
則

を
樹
立
す
る
の
に
一
回
き
り
の
観
察
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
幻
想
を
生
み
出
す
の
は
こ
の
よ
う
な
事
実
に

よ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
観
察
は
一
回
き
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
既
に
存
在
し
て
い
る
あ
る
系
列
の
新

た
な
一
項
目
な
の
で
あ
り
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
事
実
の
斉
一
性
の
中
に
含
ま
れ
る
新
た
な
一
事
実
な
の

で
あ
る
。 

（
１
） 

多
少
と
も
理
解
可
能
な
論
証
に
よ
っ
て
絶
対
的
（
？
）
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
人
々
、
あ

る
い
は
、
あ
る
理
論
、
例
え
ば
価
値
．
．
の
理
論
が
事
実
と
の
一
致
と
い
う
基
準
と
は
別
の
一
基
準
を
持
つ
こ
と
が
出
来

る
と
考
え
る
人
々
は
、
Ｈ
・
ポ
ア
ン
カ
レ
氏
が
そ
の
著
書
で
書
い
て
い
る
こ
と
を
読
め
ば
大
変
驚
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
八
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
天
体
力
学
の
新
し
い
方
法
』（Les m

éthodes nouvelles de la m
échanique 

céleste

）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
天
体
力
学
の

終
目
的
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
法
則
だ
け
で
天
文

学
的
現
象
を
す
べ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
大
問
題
を
解
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
唯

一
の
方
法
は
可
能
な
限
り
精
密
な
観
察
を
し
、
次
に
そ
れ
を
計
算
結
果
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」 
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た
だ
著
者
の
表
現
が
拙
か
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
全
く
そ
う
で
は
な
い
。

彼
の
著
書
全
体
は
、
彼
が
科
学
的
問
題
を
彼
の
信
念
の
作
用
を
通
し
て
の
み
見
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
科

 

も
し
き
わ
め
て
厳
密
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
主
張
で
き
る
の
は
、
あ
る
種
の
制
度

は
貧
乏
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
論
証
の
可
能
性
だ
け
で
あ
っ
て
、

論
証
が
逆
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
制
度
は
発
見
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
場
合
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
の
引
用
部
分
以
上
に
言
う
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
我
々
は
全
面
的
に
ア
ン
ト
ラ
ー
氏
の
見
解
に
与
す
る
。
残
念
な
が
ら
彼
は

そ
の
著
作
の
別
の
と
こ
ろ
で
は
い
つ
も
正
確
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
は
大
変
な
良
識
と
理
性
で

も
っ
て
信
念
の
領
域
と
科
学
の
領
域
と
を
分
離
し
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
ら
二
つ
を
混
同

す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
引
用
し
た
ば
か
り
の
文
章
か
ら
二
行
も
行
か
な
い
う
ち
に
彼
は
次
の
よ
う
に
つ

け
加
え
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
は
貧
乏
を
法
律
の
改
正
に
よ
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
学
説
を
、
社
会
主
義
学
説

．
．
．
．
．
．
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
」
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
信
念
と
科
学
の
区
別
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
拙
い
表
現
で
あ
る
。
社
会
主
義
学
説
は
「
法
律
の
改
正
に
よ
っ
て
貧
困
を
廃
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
」
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
も
し
人
が
「
貧
困
を
廃
止
す
る
」
と
言
う
代
り
に
、
「
貧
困
を
減
少
さ
せ
る
」

と
言
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
定
義
は
非
常
に
幅
の
広
い
も
の
で
あ
り
、
俗
に
社
会
主
義
的
と
言
わ
れ
る
学
説

の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
学
説
を
も
包
含
し
、
そ
し
て
一
般
に
、

上
の
世
界
に
お
い
て
は
す

べ
て
が

高
で
あ
る
な
ど
と
は
主
張
せ
ず
、
ま
た
現
在
の
法
律
は
絶
対
に
変
え
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
主

張
し
な
い
、
す
べ
て
の
学
説
を
包
含
す
る
。
ど
こ
か
で
こ
の
よ
う
な
学
説
が
定
式
化
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
我
々
は
知
ら
な
い
。
「
貧
困
を
廃
止
す
る
」
と
い
う
場
合
に
は
、
定
義
に
含
ま
れ
る

学
説
の
数
は
少
し
制
限
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
乏
の
廃
止
は
可
能
で
あ
る
と
信
ず
る
に
至
る
ほ
ど
に
ユ

ー
ト
ピ
ア
を
お
し
進
め
な
い
学
説
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
。
し
か
し
社
会
主
義
的
学
説
に
含
ま
れ
る
で
あ

ろ
う
学
説
は
他
に
も
ま
だ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 

 

Ch
・
ア
ン
ト
ラ
ー
（A

ndler

）
氏
は
き
わ
め
て
的
確
に
次
の
よ
う
に
言
う
（
１
）
。
「
社
会
主
義
の
学
説
が

科
学
た
る
こ
と
を
予
め
放
棄
し
て
い
る
こ
と
は
…
明
白
で
あ
る
…
人
が
社
会
主
義
者
で
あ
る
の
は
哲
学
的

信
念
と
感
情
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
実
際
、
理
想
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
我
々
に
対

し
て
そ
の
美
し
さ
の
故
に
提
示
さ
れ
る
。
理
想
に
は
心
か
ら
の
賛
同
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、

採
用
さ
れ
て
い
る
あ
る
種
の
制
度
は
あ
る
一
定
の
結
果
、
例
え
ば
貧
困
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
い

う
こ
と
を
科
学
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
別
の
制
度
は
そ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
さ
な

い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
理
想
が
賛
同
に
値
す
る
か
し
な
い
か
を
知
る
問
題
を
、
各
自

の
良
心
に
属
す
る
も
の
と
し
て
全
く
未
解
決
に
し
て
お
い
て
も
、
こ
の
理
想
の
論
理
的
現
実
的
可
能
性
を

確
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。」 

そ
れ
の
発
見
に
至
る
操
作
に
付
与
さ
れ
る
名
称
な
ど
は
全
く
重
要
で
は
な
い
。
も
し
熱
力
学
が
別
の
名
称

を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
気
圧
と
液
体
の
凝
固
点
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
関
係
を
少
し
で
も
変

化
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
が
目
的
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
関
係
の
発
見
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
こ
と

は
何
ら
問
題
で
は
な
い
。 

（
１
） Les origines du socialism

e d’Etat en Allem
agne, p.6. 
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貧
困
が
廃
止
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
我
ら
の
著
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
１
）
。
「
貧
困
が
自
然

で
あ
る
た
め
に
は
、
貧
困
が
全
般
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
こ
れ
ほ
ど
繊
細
で
秀
で
た

精
神
が
い
か
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
詭
弁
に
陥
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
り
得
る
説
明
は
た
だ
一
つ

で
あ
る
。
彼
の
信
念
が
、
彼
の
精
神
に
詭
弁
を
見
え
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
完
全
な
三
段
論
法
は
次
の
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
全
般
的
で
な
い
も
の
は
す
べ
て
「
自
然
」
で
は
な
い
、
貧
困
は
全
般
的
で
は
な
い
、

故
に
貧
困
は
自
然
で
は
な
い
。
こ
の
三
段
論
法
は
し
ば
し
の
間
で
も
維
持
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ン

ト
ラ
ー
氏
を
ま
ね
て
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
女
性
の
美
が
自
然
で
あ
る
た
め
に
は
、

女
性
美
が
全
般
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
醜
い
女
性
は
存
在
す
る
。
故
に
美
は
自

然
で
は
な
い
。
チ
ェ
ス
の
競
技
者
で
、
チ
ェ
ス
盤
の
目
を
同
時
に
い
く
つ
も
見
た
り
し
な
く
と
も
、
勝
っ

て
し
ま
う
人
が
い
る
の
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
絶
対
的
に
例
外
的
な
天
賦
の
才
が
関
係
し

て
い
る
こ
と
を
納
得
す
る
た
め
に
は
ち
ょ
っ
と
観
察
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
次
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
天
賦
の
才
が
自
然
で
あ
る
た
め
に
は
そ
れ
が
全
般
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
そ
れ
ゆ
え
、
天
賦
の
才
は
「
自
然
」
で
は
な
い
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
人
間
の
あ
い

だ
で
の
こ
の
よ
う
な
才
能
の
不
適
当
な
配
分
の
現
実
の
権
利
を
非
難
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
手
段
は
そ
れ
を
魔
術
に
帰
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
貧
困
は
、
例

え
ば
チ
ェ
ス
の
競
技
者
、
数
学
者
、
詩
人
、
企
業
家
等
の
、
傑
出
し
た
才
能
を
恵
ま
れ
た
人
々
は
稀
で
あ

る
の
と
、
ま
さ
し
く
同
じ
原
因
に
由
来
す
る
と
主
張
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

学
の
中
に
形
而
上
学
の
方
法
を
移
し
入
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
１
）
。 

（
１
） 

こ
こ
に
顕
著
な
一
例
が
あ
る
。
我
ら
の
著
者
は
次
の
よ
う
な
原
則
を
立
て
る
（loc. cit., p.206

）。
「

小
限
の
欲

求
―
そ
の
た
め
に
は
あ
る
対
象
が
有
効
で
あ
る
―
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
我
々
が
捧
げ
る
労
働
が
、
そ
の
対
象
の
価

値
の
尺
度
と
な
る
。
」
そ
し
て
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
「
そ
の
す
べ
て
の
議
論
に
お
い
て
こ
の
原
理
を
示
唆
し
て

い
た
テ
ュ
ー
ネ
ン
（Thünen

）
は
そ
の
明
示
的
な
定
式
を
与
え
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
氏
以
降
カ
ー
ル
・
メ
ン

ガ
ー
氏
や
ワ
ル
ラ
ス
氏
が
導
入
し
た
、
効
用
の

低
水
準
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
価
値
と
い
う
理
論
を
人
は
そ
こ
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
論
を
テ
ュ
ー
ネ
ン
の
原
理
と
今
後
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
…
テ
ュ

ー
ネ
ン
が
過
去

大
の
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
価
値
の
二
つ
の
原
動
力
、
努
力
と
欲
求
の
正
確

か
つ
隠
さ
れ
た
役
割
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ
る
。
」 

と
こ
ろ
で
、
著
者
が
こ
こ
で
我
々
に
対
し
て
等
し
い
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
理
論
の
あ
い
だ
に
は
絶
対
的
矛
盾

が
存
在
す
る
。
ち
ょ
っ
と
注
意
す
れ
ば
免
れ
え
た
で
あ
ろ
う
ま
ち
が
い
に
ど
う
し
て
彼
は
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。 

Ｗ
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
（Stanley Jevons
）
はThe theory of political econom

y, chap.I 

に

お
い
て
き
わ
め
て
明
確
に
、
長
い
考
察
の
末
、
次
の
よ
う
に
確
信
す
る
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
「
価
値
は
全
面

的
に
効
用
に
依
存
す
る
。
支
配
的
な
見
解
は
効
用
よ
り
も
む
し
ろ
労
働
に
価
値
の
源
泉
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
労
働

が
価
値
の
原
因
で
あ
る
と
明
示
的
に
主
張
す
る
人
さ
え
も
い
る
。
私
は
逆
に
、
交
換
に
つ
い
て
の
満
足
す
べ
き
理
論

を
獲
得
す
る
た
め
に
は
…
効
用
の
変
化
に
つ
い
て
の
自
然
法
則
を
丹
念
に
た
ど
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
。
」
さ
ら
に
、
著
作
全
体
が
こ
の
方
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ワ
ル
ラ
ス
氏
の
著
作
も
同
じ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
著
作
を

も
表
面
的
に
読
ん
だ
場
合
で
も
「

小
限
の
欲
求
―
そ
の
た
め
に
は
あ
る
対
象
が
有
効
で
あ
る
―

を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
我
々
が
捧
げ
る
労
働
が
、
そ
の
対
象
の
価
値
の
尺
度
と
な
る
」
と
い
う
原
理
を
そ
こ
に
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 
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あ
る
状
況
が
、
い
ま
我
々
が
検
討
し
た
ば
か
り
の
詭
弁
に
よ
っ
て
、
我
々
を
誤
謬
へ
と
導
く
の
に
協
力

し
て
い
る
。
観
念
連
合
に
よ
っ
て
そ
れ
は
金
持
ち
と
貧
乏
人
が
い
る
と
我
々
に
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
ア
ン
ト
ラ
ー
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
多
く
の
人
々
の
貧
困
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
過
剰
な
豊
か

 

さ
ら
に
自
然
的

．
．
．
と
い
う
言
葉
の
い
つ
も
の
曖
昧
さ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
的

．
．
．
な
事
物
と

そ
う
で
な
い
も
の
と
は
い
か
に
し
て
区
別
さ
れ
る
の
か
。
人
間
は
「
自
然
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
人
間
が
自
然
で
あ
り
、
彼
の
性
質
も
自
然
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
性
質
か
ら

結
果
す
る
権
利
も
同
じ
く
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
権
利
が
貧
困
を
生
み
出
す
と
す
れ
ば
、
貧
困
も
少

な
く
と
も
間
接
的
に
は
「
自
然
」
で
あ
る
。
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
こ
の
種
の
議
論
は
何
も
我
々
に
教
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
議
論
は
言
葉
に
依
拠
し
て
お
り
、
事
物
に
依
拠
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。 

い
。
諸
事
実
が
教
え
て
い
る
の
は
―
と
こ
う
し
た
人
々
は
言
う
―
富
を
生
産
し
保
持
す
る
こ
と
の
で
き
る

人
々
が
存
在
す
る
一
方
で
、
富
を
浪
費
す
る
こ
と
し
か
知
ら
な
い
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

し
こ
れ
が
本
当
な
ら
、
結
果
す
る
の
は
、
仮
に
前
者
か
ら
富
を
取
り
上
げ
後
者
の
貧
困
を
止
め
た
と
し
て

も
、
人
は
ダ
ナ
イ
ー
デ
ン
の
作
業
（
訳
注 : 

底
の
抜
け
た
樽
に
水
を
汲
み
入
れ
る
、
処
罰
の
た
め
の
作
業

―
訳
者
）
に
似
た
こ
と
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
貧
困
を
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ

を
全
般
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
推
論
す
る
人
々
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
一
つ
の
方
法
し
か
存
在
し
な
い
。
す

な
わ
ち
彼
ら
が
挙
げ
る
事
実
と
は
別
の
事
実
を
対
置
す
る
こ
と
、
彼
ら
の
用
い
る
論
理
と
は
別
の
論
理
を

対
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
種
の
事
物
は
自
然
的
で
は
な
い
と
主
張
す
る
形
而
上
学
的
議
論

に
よ
っ
て
彼
ら
に
反
論
す
る
こ
と
を
企
て
る
場
合
に
は
、
分
離
す
べ
き
だ
と
し
て
い
た
事
物
を
混
同
す
る

こ
と
に
な
る
。 

（
１
） 

プ
ル
ー
ド
ン
はSyst. des cont. écon., 

■II, p.257, O
rganisation du travail

の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
を
好
意
的
に
か
ら
か
っ
て
い
る
。
「
家
族
は
神
か
ら
来
り
、
相
続
権
は
人
間
か
ら
来
っ
た
。
」
プ

ル
ー
ド
ン
は
「
こ
の
こ
と
は
家
族
が
よ
り
上
等
な
も
の
で
、
相
続
権
が
よ
り
下
等
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
ち
が
い

な
く
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
の
引
用
を
続
け
る
。
ル
イ
・
ブ
ラ

ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
真
実
の
と
こ
ろ
は
、
家
族
は
一
つ
の
自
然
的
事
実

．
．
．
．
．
で
あ
り
、
い
か
な
る
仮
説
に
お
い
て

で
あ
れ
、
破
壊
さ
れ
え
な
い
の
に
対
し
、
相
続
権
は
一
つ
の
社
会
的
約
束

．
．
．
．
．
（convention sociale

）
で
あ
り
、
社

会
の
進
歩
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
プ
ル
ー
ド
ン
は
こ
の
区
別
を
認
め
な
い
。
「
民

主
主
義
派
は
…
人
間
の
意
識
に
由
来
す
る
も
の
は
同
居
や
生
殖
と
同
じ
よ
う
に
自
然
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
よ

う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
自
然
と
は
物
質
で
あ
る
。
彼
ら
の
言
う
通
り
で
あ
れ
ば
、
人
間
は
そ
の
性
向

の
任
意
性
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
逸
脱
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
復
帰
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
か
。
自
然
的
事
実
に
よ
っ
て
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
民
主
主
義
は
そ
れ
ほ
ど
首

尾
一
貫
す
る
こ
と
を
誇
り
に
は
し
て
い
な
い
。
慣
習
．
．
（conventions

）
に
よ
っ
て
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
民
主
主
義
派
が
相
続
権
に
代
置
す
る
と
い
う
相
続
遺
贈
不
能
制
度
以
上
に
慣
習
的

．
．
．
な
も
の
が
何
か
あ
ろ
う
か
。
」

（Loc. cit., p.258-259

） 

（
１
） Loc. cit., p.5. 
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さ
の
中
で
生
活
す
る
多
く
の
人
々
を
我
々
は
見
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
そ
れ
ゆ
え
、
貧
乏
人
を
楽
に
す
る
た
め

に
は
こ
の
「
過
剰
な
豊
か
さ
」
を
減
少
さ
せ
、
貧
困
を
廃
止
す
る
た
め
に
は
富
を
よ
り
適
切
に
配
分
す
れ

ば
足
り
る
こ
と
は
明
瞭
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貧
困
の
廃
止
の
可
能
性
は
か
く
し

て
疑
問
の
余
地
な
き
も
の
と
な
る
。
残
さ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
、
配
分
の
変
更
が
惹
き
起
す
法
律
問
題
に

取
り
組
む
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
形
而
上
学
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
得
意
の
舞
台
の
上
に
い
る
と
感

じ
、
実
験
科
学
の
舞
台
を
喜
び
と
共
に
降
り
る
。
彼
ら
は
実
験
科
学
の
舞
台
で
は
居
心
地
が
悪
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
こ
の
結
論
を
貪
欲
に
す
ば
や
く
奪
取
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
科
学
的
論
証
の

習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
証
明
の
欠
陥
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆
に
こ
の

科
学
的
論
証
の
習
慣
を
有
す
る
人
は
誰
で
も
た
だ
ち
に
、
与
え
ら
れ
た
証
明
が
巨
大
な
断
絶
間
隙
を
含
ん

で
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
断
絶
は
実
は
す
で
に
ず
っ
と
以
前
に
、
た
だ
良
識
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
人
物
が
九
〇
を
受
け
取
り
、
別
の
人
物
が
一
〇
を
受
け
取
る

場
合
、
総
計
一
〇
〇
を
平
等
に
配
分
す
れ
ば
各
人
が
五
〇
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
議
論
の
余
地

が
な
い
。
し
か
し
問
題
は
静
態
的
で
は
な
く
動
態
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
旧
配
分
体
制
に
お
け
る
よ

う
に
年
間
一
〇
〇
生
産
す
る
代
り
に
、
新
し
い
配
分
体
制
の
も
と
で
は
年
間
一
〇
し
か
生
産
し
な
い
と
す

れ
ば
、
各
人
が
受
け
取
る
の
は
た
だ
五
に
な
り
、
貧
困
は
減
少
す
る
の
で
は
な
く
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
何
よ
り
も
ま
ず
、
各
人
が
五
〇
を
受
け
取
る
と
い
っ
た
こ
と
は
起
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
先
の
証
明
が
怠
っ
た
点
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
本
質
的
に
重
要
で
あ

る
。
同
じ
空
隙
が
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
小
さ
な
著
書
『
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
（
１
）
』
（Le 

droit au produit intégral du travail

）
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
遂
に
社
会
主
義
の
経
済
学
的
部
分
を

激
し
く
非
難
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
。
「
非
常
に
拡
大
発
展
し
て
い
る
経
済
学
的
色
彩
に
も
か
か

わ
ら
ず
―
と
彼
は
言
う
―
、
ま
た
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
者
（
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
マ
ル
ク
ス
、

ラ
ッ
サ
ー
ル
）
に
顕
著
な
の
で
あ
る
が
、
権
利
の
哲
学
（philosophie du droit

）
は
社
会
主
義
の
精
髄

と
さ
え
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２
）
。
」
我
ら
が
著
者
は
、
地
球
の
住
民
が
月
に
植
民
す
る
権
利
に

つ
い
て
も
全
く
同
じ
よ
う
に
見
事
に
一
冊
の
書
物
を
も
の
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
月
へ
の

植
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、「
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
」
に
つ
い
て
と
全
く
同
じ
く
、
多
く
の

理
由
、
と
り
わ
け
地
球
は
尊
敬
す
べ
き
立
派
な
惑
星
で
あ
り
、
月
は
惨
め
な
衛
星
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理

由
を
好
意
的
に
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
面
白
い
倫
理
的
法
的
研
究
に
取
り

組
む
前
に
、
目
指
す
目
的
が
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
調
べ
る
方
が
多
分
賢
明
で
あ
ろ
う
。
権
利
問
題

は
後
に
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
用
心
を
怠
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
ロ
バ
の
影
に
つ
い
て

言
っ
た
よ
う
に
、
我
々
は
無
用
な
口
論
を
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
地
球
は
月
を
植
民
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

「
エ
ス
テ
ィ
メ

信
ず
る
」
こ
と
は
信
念
の
行
為
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
言
う
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
事

物
が
実
行
可
能
で
あ
る
と
証
明
す
る

．
．
．
．
こ
と
は
科
学
に
属
す
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
事
実
に
基
づ
か
な
い
証

明
、
あ
る
い
は
厳
密
に
論
理
的
で
な
い
証
明
は
す
べ
て
拒
否
す
る
権
利
を
有
す
る
。 

（
２
） C

hap. 

■II. 

も
っ
と
先
の
第
一
〇
章
で
彼
は
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
の
学
説
に
は
、
「
結
局
の
と
こ
ろ
力
と
権
利
の
問
題

で
あ
る
社
会
主
義
の
諸
問
題
を
、
リ
カ
ー
ド
ー
と
ト
ン
プ
ソ
ン
以
降
社
会
主
義
者
た
ち
が
好
ん
で
装
飾
す
る
た
め
の

材
料
で
あ
る
、
経
済
的
繁
栄
」
が
欠
け
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（trad, franç., p.159 

）。
か
く
し
て
、
生
産
物

（
１
） Trad. franç.; G

iard et B
rière. 
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し
か
し
、
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
議
論
の
内
的
価
値
に
つ
い
て
長
々
と
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
彼
の

形
而
上
学
的
命
題
の
下
に
は
何
か
現
実
的
な
或
る
も
の
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
実
際
彼
自
身
が
表
明
し

て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
的
な
或
る
も
の
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
人
々
を
引
っ
張
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
純
粋
経
済
科
学
の
論
証
で
は
な
く
、
宗
教
感
情
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
」
と
い
う
教
条
の
盲
目
的
信
仰
に
よ
る
採
用

か
ら
生
れ
る
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
の
「
社
会
主
義
的
公
共
権
の
理
論
」
は
「
深
い
社
会
的
経
験
」

を
試
み
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
真
実
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
労
働

の
綜
合
的
産
物
」
に
対
し
て
、
こ
の
信
仰
が
何
か
現
実
的
な
こ
と
を
な
す
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
場
合
に
は

彼
は
誤
る
こ
と
に
な
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
信
仰
は
た
し
か
に

彼
ら
の
行
動
に
影
響
し
た
（
１
）
。
し
か
し
ア
ポ
ロ
ン
に
も
そ
の
神
託
に
も
な
ん
ら
現
実
的
存
在
性
を
付
与
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
人
々
が
、
彼
ら
は
月
に
植
民
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
義

と
す
る
宗
教
を
奉
ず
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
月
へ
の
植
民
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

後
に
、
た
と
え
我
々
が
し
ば
ら
く
の
間
、
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
と
い
う
形
而

上
学
的
教
義
へ
の
信
仰
が
樹
立
さ
れ
得
る
と
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
人
々
が
こ
の
宗
教
の
支

配
の
も
と
で

終
的
に
実
行
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
何
も
我
々
に
教
え
て
は
く
れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の

歴
史
に
つ
い
て
福
音
書
だ
け
を
知
っ
て
い
て
そ
の
他
の
こ
と
は
全
く
何
も
知
ら
な
い
人
物
が
中
世
の
好
戦

的
な
司
教
や
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ボ
ル
ジ
ア
の
教
皇
職
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

分
配
と
生
産
は
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
相
互
に
依
存
し
て
い
る
。
も
し
一
方
が
変
化
す
れ
ば
、
他
方
も

一
般
に
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
本
質
的
に
経
済
科
学
に
属
す
る
一
問

題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
倫
理
的
な
、
あ
る
い
は

権
利
に
関
す
る
、
そ
し
て
形
而
上
学
そ
の
他
類
似
の
考
察
は
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
は

と
も
す
れ
ば
、
新
し
い
分
配
制
度
が
生
産
を
減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
「
国
家
」
が
絶
え
ず
注
意
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
な
ど
と
言
っ
て
、
こ
の
困
難
を
回
避
し
え
た
よ
う
な
気
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結

果
と
し
て
問
題
を
単
純
に
す
る
の
で
は
な
く
複
雑
に
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
経
済
的
問
題
の
多
く
に
お

い
て
政
治
的
組
織
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
国
家
は
人
々
が
そ
れ
に
委
託
す
る

機
能
を
適
切
に
果
し
う
る
た
め
に
は
如
何
に
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
発
見
す
る
こ
と
が
問
題
な
の

で
あ
る
。 

（
１
） 

彼
ら
の
行
動
は
今
度
は
逆
に
信
仰
に
影
響
し
た
。
現
実
に
は
、
一
連
の
作
用
と
反
作
用
が
重
要
で
あ
る
。
同
様
に
、

社
会
主
義
を
生
み
出
し
た
経
済
的
お
よ
び
そ
の
他
の
事
実
は
信
仰
を
変
容
さ
せ
、
逆
に
信
仰
の
方
も
事
実
を
変
容
さ

せ
る
。 

  

の
量
、
本
質
的
に
経
済
的
な
問
題
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
小
麦
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に
は
、

こ
の
世
の

も
美
わ
し
い
権
利
も
人
々
に
パ
ン
を
供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
も
な
い
場
合
に
は
王

も
そ
の
権
利
を
失
う
、
と
昔
か
ら
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
は
ア
ン
ド
ロ
ス
（A

ndros

）
の
住

民
に
対
し
て
二
つ
の
強
力
な
神
、
説
得
．
．
と
必
要
性

．
．
．
の
名
に
お
い
て
金カ

ネ

を
要
求
し
た
。
し
か
し
ア
ン
ド
ロ
ス
の
住
民
は

よ
り
強
力
な
二
つ
の
神
、
貧
乏
．
．
と
不
可
能

．
．
．
の
名
に
お
い
て
そ
の
要
求
を
拒
否
し
た
。
社
会
主
義
の
観
点
か
ら
の
メ
ン

ガ
ー
の
思
想
に
対
す
る
優
れ
た
批
判
と
し
て
、
Ｇ
・
ソ
レ
ル
の
『
社
会
主
義
の
法
律
的
側
面
』
（Les aspects 

juridiques du socialism
e, R

ev. Socialiste, 1900

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
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科
学
的
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
非
難
に
は
根
拠
が
な
い
。
科
学
が
構
成
さ
れ
う
る

の
は
分
析
と
い
う
手
段
、
す
な
わ
ち
現
実
事
象
の
様
々
の
部
分
を
分
離
し
そ
れ
ら
を
個
別
に
研
究
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
あ
る
言
語
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
言
語
の
形
態
組
織

お
よ
び
統
辞
法
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
は
そ
れ
ら
を
切
り
離
し
て
別
々
に
研
究
す
る

の
で
あ
る
。
物
体
は
す
べ
て
物
理
的
属
性
と
化
学
的
属
性
と
を
同
時
に
示
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は

そ
れ
ら
を
別
々
に
研
究
し
な
い
こ
と
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
諸
部
分
を
分
離
す
る
手
続
き
は
一
科

学
を
形
成
す
る
学
理
体
系
の
中
で
も
続
く
。
人
は
学
理
体
系
の
諸
部
分
を
順
次
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
政

治
経
済
学
も
こ
の
一
般
則
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
経
済
学
は
ま
ず
経
済
現
象
を
そ
の
他
の
現

象
か
ら
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
に
は
こ
の
経
済
現
象
そ
の
も
の
の
中
で
区
分
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら

を
順
次
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
離
は
一
般
に
少
し
ず
つ
、
そ
の
科
学
の
進
展
に
応
じ
て
し

か
行
わ
れ
得
な
い
。
も
し
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
人
は
初
期
の
経
済
学
者
た
ち
が
彼
ら
の
説
明
の
中

に
彼
ら
の
科
学
と
は
無
縁
の
考
察
を
混
入
さ
せ
た
と
言
っ
て
彼
ら
を
非
難
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に

な
る
。
道
徳
と
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
を
怠
っ
て
い
る
と
言
っ
て
初
期
の
経
済
学
者
た
ち
を
非
難
す
る
ど

こ
ろ
か
、
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
に
そ
う
し
た
考
察
を
導
入
し
た
こ
と
を
こ
そ
非
難
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

 

人
は
し
ば
し
ば
道
徳
と
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
を
怠
っ
て
い
る
と
し
て
経
済
学
者
た
ち
を
非
難
し
て
き

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
よ
っ
て
こ
の
非
難
は
根
拠
が
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
根
拠
が
あ
る
場
合
で
も

こ
の
非
難
は
説
明
が
不
足
し
て
さ
え
い
る
。 

  

主
観
的
観
点
の
方
に
戻
ろ
う
。
「
自
然
権
」
（droits naturels

）
の
理
論
は
す
べ
て
に
、
す
な
わ
ち
独
裁

専
制
政
治
を
正
当
化
す
る
の
に
も
無
政
府
制
度
を
正
当
化
す
る
の
に
も
適
合
す
る
。
そ
れ
は
奴
隷
制
の
た

め
に
援
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
集
産
主
義
の
た
め
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
人

は
一
度
で
も
こ
の
道
に
入
り
込
む
と
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｓ
・
ソ
ー
ル
ト
（H

enry 
S.Salt

）
は
「
動
物
の
権
利
」
の
た
め
に
小
さ
な
書
物
を
も
の
し
た
の
で
あ
る
が
（
１
）
、
そ
れ
は
「
労
働
の

綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
」
の
た
め
の
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
著
書
と
同
じ
程
度
に
合
理
的
で
あ
り
、

ま
た
事
実
に
立
脚
し
て
い
る
。
「
動
物
は
権
利
を
有
す
る
か
―
と
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｓ
・
ソ
ー
ル
ト
は
言
う
―
、

人
間
が
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
疑
い
も
な
く
動
物
も
権
利
を
有
す
る
。
」
こ
の
条
件
命
題
の
う

ち
に
は
真
実
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
著
者
が
つ
け
加
え
て
い
る
次
の
一
節
に
つ
い
て
も

同
じ
で
あ
る
。「
動
物
の
権
利
が
比
較
的
意
図
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
が

そ
の
代
弁
者
で
あ
っ
た
光
明
と
『

サ
ン
シ
ビ
リ
テ

心
優
し
さ
』
の
時
代
、
一
八
世
紀
の
み
で
あ
る
。
こ
の
時
代
イ
ギ
リ
ス

で
は
ペ
イ
ン
の
『
人
間
の
権
利
』
や
マ
リ
ー
・
ウ
ォ
ル
ス
ト
ー
ン
ク
ラ
フ
ト
（M

ary W
ollstonecraft

）

の
『
女
性
の
権
利
の
要
求
』
と
い
っ
た
革
命
的
著
作
の
出
版
が
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
百
年
後

の
今
日
後
方
を
一
瞥
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
以
降
権
利
の
理
論
が
不
可
避
的
に
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
」
こ
の
理
論
は
今
日
動
物
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
が
、
明
日
は
多
分
植
物
に
ま

で
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
植
物
も
彼
ら
の
生
得
の

．
．
．
、
自
然
的

．
．
．
か
つ
取
り
消
し
得
な
い

．
．
．
．
．
．
．
権
利
を
剥
奪
さ
れ

た
ま
ま
に
と
ど
ま
る
と
す
れ
ば
、
不
正
を
働
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

『
社
会
進
歩
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
動
物
の
諸
権
利
』（Trad. franç., dix-huitièm

e m
ille (sic!); 

Paris, 1900.

） 
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
そ
の
著
書
が
も
っ
て
い
る
よ
り

は
る
か
に
多
く
の
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
政
治
経
済
学
は
「
二
つ
の
異
な
る
目
的
を
自
ら
に
課
し
て
い

る
。
第
一
の
目
的
は
、
国
民
に
豊
か
な
収
入
な
い
し
は
豊
か
な
生
活
を
供
給
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ

と
う
ま
く
言
え
ば
、
彼
ら
自
身
で
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
収
入
な
い
し
は
生
活
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
目
的
は
、
国
家
な
い
し
は
共
同
体
に
公
益
事
業
の
た
め
の
十
分
な
収
入
を
供
給
す

る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
は
国
民
と
君
主
と
を
同
時
に
豊
か
に
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
。
」

実
際
、
国
民
が
「
豊
か
な
生
活
」
を
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
優
れ
た
社
会
的
お
よ
び

政
治
的
組
織
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
道
徳
、
宗
教
、
行
政
、
そ
し
て
そ
の
他
多
く
の
こ
と
が
こ
の
目

 

た
だ
、
こ
の
道
に
入
っ
た
場
合
に
は

後
ま
で
徹
底
的
に
行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
た
だ
い
く
つ
か
の
部
分

だ
け
を
結
合
し
て
、
よ
り
重
要
な
他
の
部
分
を
無
視
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
講
壇
社
会
主
義
者
が
や
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
正
書
法
だ
け
に
専
念
し
て
統
辞

法
を
無
視
す
る
と
言
っ
て
他
人
を
非
難
し
、
こ
れ
ら
二
つ
を
結
合
し
て
全
く
意
味
の
な
い
作
品
を
書
く
人

物
と
同
じ
よ
う
に
振
舞
っ
た
の
で
あ
る
。
講
壇
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
あ
る
実
践
的
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
経
済
的
考
察
に
倫
理
的
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
に
お
い
て
完
全
に
正
し

か
っ
た
。
し
か
し
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
の
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
し
て
政
治
組
織
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
立
ち
至
る
や
我
が
著
者
た
ち
は
聖

な
る
恐
怖
に
捕
え
ら
れ
た
よ
う
に
立
ち
止
り
、
権
力
の
樹
立
の
と
き
ま
で
は
目
を
上
げ
る
勇
気
も
な
く
、

権
力
に
つ
い
て
議
論
す
る
勇
気
も
な
い
。
こ
の
誘
惑
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
彼
ら
は
国
家
と
名
付
け
ら
れ
た

形
而
上
学
的
な
一
つ
の
神
を
つ
く
り
上
げ
、
そ
の
聖
性
、
無
限
の
知
恵
、
全
能
全
知
は
疑
問
の
余
地
な
し

と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
国
家
は
そ
う
し
た
資
格
の
僅
か
な
部
分
を
政
府
、
お
よ
び
そ
の
つ
ま
し
い
貧
者
の

中
の
代
理
人
に
分
け
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
著
者
た
ち
が
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
物
神
崇
拝
に
つ

い
て
語
る
と
き
、
彼
ら
は
己
が
目
の
梁
に
気
づ
か
ず
、
隣
人
の
目
の
藁
を
こ
と
あ
げ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

実
践
的
適
用
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
経
済
学
者
た
ち
に
対
し
て
な
さ
れ
た
非
難
に
は
根
拠
が
あ
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
そ
の
非
難
は
余
り
に
控
え
目
で
あ
り
、
道
徳
と
権
利
の
他
に
多
く
の
も
の
に
拡
大
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
事
物
は
本
質
的
に
綜
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
扱
う
た
め
に
は
、
分
析
に
よ
っ

て
分
離
さ
れ
て
い
た
諸
部
分
を
再
び
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
個
人
が
正
書
法
が
完
璧
に
行
わ

れ
て
い
る
が
、
統
辞
法
に
欠
点
の
あ
る
一
頁
を
書
く
と
す
る
。
そ
れ
は
よ
い
作
品
で
は
な
い
。
正
書
法
と

統
辞
法
が
そ
の
頁
で
非
常
に
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
言
葉
が
何
の
意
味
も
な
さ
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ま
だ
よ
い
作
品
と
は
言
え
な
い
。
正
書
法
、
統
辞
法
、
修
辞
法
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に
研
究
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
一
つ
の
作
品
を
つ
く
る
た
め
に
は
そ
れ
ら
三
つ
を
結
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
間
に
は
何
の
矛
盾
も
存
在
し
な
い
。 

 

フ
ラ
ン
ス
に
は
経
済
学
者
を
政
治
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
け
る
特
殊
の
理
由
が
一
つ
存
在
し
た
。

第
二
帝
国
は
、
政
治
に
関
心
を
注
ぐ
新
聞
に
つ
い
て
だ
け
は
、
そ
れ
ら
に
支
持
保
証
書
を
強
要
し
、
新
聞

を
厳
し
い
監
督
下
に
置
い
た
。
他
方
支
配
階
級
の
世
論
は
政
治
的
投
機
に
敵
対
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

綜
合
に
お
い
て
経
済
的
、
倫
理
的
お
よ
び
法
的
考
察
を
越
え
な
い
こ
と
の
う
ち
に
は
非
常
に
顕
著
な
利
点

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
経
済
学
者
の
精
神
に
は
あ
る
癖
が
つ
き
、
こ
の
習
慣
の
効
果
は

今
日
に
至
る
も
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

か
し
、
た
と
え
こ
の
非
難
が
人
間
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
学
説
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
有

効
な
ま
ま
存
続
す
る
。
政
治
経
済
学
が
倫
理
的
法
律
的
考
察
を
脱
し
は
じ
め
、
実
証
科
学
に
固
有
の
性
格

を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
よ
う
や
く
我
々
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。 
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し
か
し
、
我
ら
が
著
者
は
こ
の
立
場
に
立
つ
や
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
放
棄
す
る
。
彼
は
、
富
が
社
会
的
繁

栄
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
唯
一
の
正
当
な
結
論
は
、
そ
の
他

の
諸
要
素
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
結
論
の
外
部
に
大
き

く
跳
び
出
し
、
そ
の
前
提
か
ら
「
道
徳
は
幸
福
の
真
の
概
念
を
規
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
は
経
済
秩
序

に
お
い
て
あ
る
重
要
な
役
割
を
有
す
る
」
と
い
う
見
地
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
幸
福
に
つ
い

て
の
真
の
概
念
．
．
な
る
も
の
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
偽
り
の
概
念
か
ら
ど
う
区
別
す
る
か
に
つ
い

て
は
彼
は
何
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
一
人
の
人
間
の
幸
福
は
本
質
的
に
主
観
的
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
は

存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
存
在
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
真
で
あ
る
こ
と
も
な
い

し
、
偽
り
で
あ
る
こ
と
も
な
い
。
も
し
あ
る
暗
殺
者
が
そ
の
同
胞
を
殺
す
と
き
に
幸
福
を
感
ず
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
感
情
は
社
会
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
感
情

を
経
験
す
る
人
間
存
在
は
社
会
か
ら
排
斥
し
除
外
し
破
滅
さ
せ
る
の
が
社
会
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
幸
福
の
存
在
と
い
う
事

実
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
著
者
は
先
に
自
ら
が
行
っ
た
こ
と
を
忘
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
富

は
社
会
的
幸
福
の
一
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
的
幸
福
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
」
も
し
彼
が
、

「
道
徳
は
経
済
秩
序
に
お
い
て
あ
る
重
要
な
役
割
を
有
す
る
」
と
結
論
す
る
代
り
に
、
こ
れ
を
思
い
出
し

て
い
た
な
ら
ば
、
「
道
徳
は
人
間
生
活
に
お
い
て
あ
る
重
要
な
役
割
を
有
す
る
」
と
全
く
正
し
く
結
論
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
考
察
に
倫
理
的
考
察
を
つ
け
加
え
る

．
．
．
．
．
必
要
が
あ
る
と
結
論
し
た
こ

 

Ｖ
・
ブ
ラ
ン
ツ
（B

rants
）
氏
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
（
１
）
、
彼
は
正
し
い
。
「
政
治
経
済
学
は
富
の

科
学
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
日
常
用
い
ら
れ
る
定
義
で
あ
る
。
富
そ
の
も
の
は
人
間
の
欲

求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
有
益
な
物
の
総
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
と
政
治
経
済
学

は
全
く

マ
テ
リ
エ
ル

物
質
的
な
一
目
的
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
が
人
間
の
完
全
な
運
命
を
実
現
し
な
い
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
社
会
生
活
は
、
人
類
の
至
高
の
運
命
の
成
就
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

タ
ン
ポ
レ
ル

現
世
的
な
富
の

追
求
を
目
的
と
し
て
い
る
。
社
会
の
中
の
人
間
は
た
だ
物
質
的
富
を
追
求
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
が

物
質
的
富
を
追
求
す
る
の
は
た
だ
二
次
的
な
形
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
人
間
は
そ
こ
に
一
手
段
を
見
る

の
で
あ
っ
て
目
的
を
見
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
求
め
て
い
る
の
は
、
幸
福
．
．
現
世
的
な
富
の
総
体
、
安
全
、

平
和
．
．
、
一
言
で
言
え
ば
完
全
な
幸
福
で
あ
っ
て
、
単
な
る
物
質
的
富
で
は
な
い
。
富
は
社
会
的
幸
福
の
一

要
素
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
的
幸
福
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
政
治
経
済
学
は
社
会

科
学
の
一
部
門
に
す
ぎ
な
い
。
純
粋
に
現
世
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
も
政
治
経
済
学
は
科
学
に
お
け
る
す

べ
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
富
は
生
活
に
お
け
る
す
べ
て
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」 

的
に
と
っ
て
無
関
係
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
つ
い
て
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
語
ら
な
い
。

現
実
に
彼
は
一
つ
の
選
択
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
ら
の
立
て
た
問
題
の
一
部
の
み
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
政
治
経
済
学
を
科
学
の
水
準
に
ま
で
構
成
し
上
げ
る
た
め
に
は
こ
の
選
択
を
ま
す
ま
す
狭
く
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
践
的
問
題
を
扱
う
た
め
に
は
選
択
を
拡
大
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ

た
の
で
あ
る
が
。 

（
１
） 

『
政
治
経
済
学
の
法
則
と
方
法
』（Lois et m

éthodes de l’économ
ie politique, Louvain, 1883, p.1-2

）

我
々
が
見
て
い
る
の
は
引
用
さ
れ
る
文
章
の
内
容
で
あ
る
。
人
間
の
運
命
．
．
、
社
会
生
活
の
目
的
．
．
、
な
ど
の
慣
用
語
法

に
つ
い
て
は
無
視
す
る
。 
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自
由
主
義
的
経
済
学
者
か
ら
借
用
し
た
「
論
法
」
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
ブ
ラ
ン

ツ
氏
は
、
そ
の
論
法
は
「
経
済
的
人
間
、
統
計
の
抽
象
的
単
位
を
考
察
す
る
こ
と
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
虚
構
的
存
在
は
彼
に
想
定
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
活
動
の
直
接
的
目
的
の
み

を
追
求
す
る
。
利
益
だ
け
が
彼
を
動
か
し
、
彼
の
行
動
を
規
制
す
る
の
は
唯
一
利
得
の
計
算
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
虚
構
は
ほ
と
ん
ど
科
学
的
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
反
論
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
逆

に
こ
の
よ
う
な
抽
象
は
本
質
的
に
科
学
的
で
あ
り
、
科
学
を
特
徴
づ
け
そ
れ
を
芸
術
か
ら
隔
て
る
の
は
ま

さ
に
こ
の
よ
う
な
抽
象
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
虚
構
」
で
あ
る
。
著
者
は
続
け
る
。
「
純
粋
な
経
済
学
的
法

則
を
確
定
す
る
た
め
に
あ
る
程
度
こ
の
虚
構
を
認
め
る
こ
と
、
こ
れ
に
は
我
々
は
同
意
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
虚
構
を
原
理
に
高
め
る
こ
と
、
こ
の
法
則
を
絶
対
的
規
則
に
高
め
る
こ
と
に
は
同
意
し
な
い
。
こ
れ

こ
そ
人
間
的
自
然
を
見
違
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
す
べ
て
の
活
動
に
お
い
て
利
得
以
外
の
多
く

動
機
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
性
格
、
習
慣
、
社
会
環
境
、
愛
情
、
情
熱
と
い
っ
た
も
の
さ
え
、
彼
を

幾
千
も
の
機
会
の
中
で
動
か
し
、
し
ば
し
ば
彼
は
そ
れ
ら
の
た
め
に
自
ら
の
物
質
的
利
益
を
犠
牲
に
す
る

で
あ
ろ
う
（
１
）
。
」 

 

我
々
の
著
者
は
続
け
る
。「
自
由
主
義
学
派
は
、
経
済
学
は
富
に
つ
い
て
の
科
学
で
あ
る
、
と
い
う
原
理

か
ら
出
発
し
た
。
と
こ
ろ
で
富
の
追
求
は

ア
ン
テ
レ

利
益
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
経
済
秩
序
の
唯
一
の
原
動
力
、

唯
一
の
作
用
因
は
個
人
的
利
益
で
あ
る
。」 

 

こ
こ
に
は
形
而
上
学
が
科
学
的
命
題
に
蒙
ら
せ
た
歪
曲
の
顕
著
な
一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者

が
自
由
主
義
経
済
学
者
か
ら
借
用
し
て
い
る
推
論
は
、
経
済
秩
序
と
い
う
あ
る
種
の
実
体
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
、
そ
の
性
格
を
確
定
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
こ
と
、
を
仮
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
科
学
と
い

う
も
の
は
こ
れ
と
は
全
く
逆
の
道
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
科
学
は
具
体
的
現
象
の
い
く
つ
か
の
部
分
を
多

少
と
も
恣
意
的
に
切
り
離
し
、
そ
れ
ら
を
研
究
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
、
そ
し
て
短
縮
す
る
た
め

に
、
そ
れ
ら
の
各
々
に
一
つ
の
名
称
を
付
与
す
る
。
社
会
現
象
の
あ
る
一
つ
の
部
分
は
た
し
か
に
「
富
の

追
求
」
に
向
か
っ
て
の
行
為
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
の
す
べ
て
の
部
分
を
同
時
に
研
究
す
る

こ
と
は
我
々
に
は
絶
対
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
を
順
を
追
っ
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
唯
一
の
作
用
因
は
個
人
的
利
益
で
あ
る
」
よ
う
な
部
分
の
研
究
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
全
く
別
の
部
分
の

研
究
、
例
え
ば
人
が
全
く
個
人
的
利
益
を
無
視
す
る
よ
う
な
部
分
の
研
究
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
正
当
で

あ
る
。
こ
こ
に
或
る
物
体
の
一
集
合
、
例
え
ば
一
か
ご
の
オ
レ
ン
ジ
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
非
常
に

多
数
の
性
質
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
数．
と
い
う
性
質
も
示
す
。
算
術
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
数
と

い
う
性
質
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
栽
培
方
法
を
教
え
る
た
め
に
、
平
方
根
の
求
め
方

の
規
則
の
説
明
を
中
止
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
経
済
学
的
定
理
の
説
明

の
中
に
倫
理
的
考
察
を
混
入
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
つ
け
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
混
同
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
存
在
で
は
な
い
。
こ
れ
以
上
に
真
実
な
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
文

学
と
科
学
が
料
理
術
に
お
い
て
重
要
な
あ
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
主
張
す
る
に
足
る
論
拠
と
は
な
ら
な

い
。 

（
１
） Loc. cit., p.3. 

こ
の
よ
う
な
議
論
は
非
常
に
多
く
の
著
者
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
議

論
を

小
限
の
誤
謬
で
表
明
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
を
引
用
し
た
。E. de Laveleye 

は Le social. Contem
p., 

p.13 

で
講
壇
社
会
主
義
者
（K

atheder Socialisten

）
の
反
論
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
「
彼
ら
は
そ
れ
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ブ
ラ
ン
ツ
氏
は
想
像
力
に
引
き
ず
ら
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。「
自
由
主
義
経
済
学
者
」
た
ち
は
こ
の

こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
全
く
思
わ
な
い
（
１
）
。
科
学
の
中
に
形
而
上
学
的
考
察
を
混
入
さ
せ
る
と
い
う
ま

ち
が
い
を
し
た
人
々
で
さ
え
、
ブ
ラ
ン
ツ
氏
が
彼
ら
に
帰
し
て
い
る
言
語
を
決
し
て
使
っ
て
は
こ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
科
学
に
従
事
す
る
者
た
ち
は
、
一
冊
の
書
物
の
中
で
た
だ
一
つ
テ
ー
マ
が
論
ぜ

ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
著
者
が
そ
の
テ
ー
マ
こ
そ
世
界
で
唯
一
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
か
、
そ
れ

が
他
の
テ
ー
マ
に
比
べ
て
何
ら
か
の
程
度
優
越
性
を
も
っ
て
い
る
と
か
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
、
す
で
に
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
説
明
し
て
き
た
。
何
故
に
貴
方
が
た
は
料
理
の
本
の
中
に
道
徳

に
つ
い
て
の
論
文
を
探
そ
う
と
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
道
徳
に
つ
い
て
の
論
文
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
何
故
に
、
人
間
は
食
べ
る
た
め
に
の
み
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
著
者
は

考
え
て
い
る
と
し
て
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
も
し
私
が
チ
ェ
ス
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
く
の

が
好
き
で
あ
る
と
し
た
ら
、
貴
方
が
た
は
そ
の
事
実
か
ら
、
チ
ェ
ス
が
あ
れ
ば
人
間
の
幸
福
に
と
っ
て
十

分
で
あ
る
、
現
実
の
人
間
の
中
に
人
は
チ
ェ
ス
の
競
技
者
の
み
を
見
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
が

考
え
て
い
る
と
推
論
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
否
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
る
経
済
学
者
が
経

済
科
学
の
一
論
文
を
書
き
人
々
が
富
の
追
求
の
た
め
に
な
す
諸
行
為
を
研
究
す
る
と
き
に
は
、
何
故
に
貴

方
が
た
は
、
著
者
は
個
人
的
利
益
の
た
め
に
の
み
人
間
は
行
動
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
、
「
人
間
は
そ
の

す
べ
て
の
活
動
に
お
い
て
利
得
以
外
の
多
く
の
別
の
動
機
に
導
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
、

と
主
張
す
る
の
か
。 

（
１
） 

主
要
な
自
由
主
義
経
済
学
者
の
一
人
、
Ｇ
・
ド
・
モ
リ
ナ
ー
リ
氏
は
そ
の
著
作
の
中
で
多
年
に
わ
た
り
、
道
徳
に
対

し
て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
与
え
て
き
た
。
彼
の

近
の
著
書
『
二
〇
世
紀
の
諸
問
題
』（Les problèm

es du 
XX

e siècle, Paris, 1901

）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
我
々
は
今
日
、
人
間
を
凋
落
頽
廃
の
危
機
に
瀕

せ
し
め
て
い
る
枯
渇
の
根
源
、
根
っ
子
を
知
っ
て
い
る
。
枯
れ
る
べ
き
は
こ
の
根
っ
子
で
あ
る
。
人
間
の
活
動
の
第

一
目
的
と
し
て
道
徳
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
義
務
の
遵
守
を
立
て
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
っ
子
を
枯
れ
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
く
と
も
、
そ
れ
に
余
り
栄
養
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
目
的
は
し
か
し

富
と
幸
福
の
追
求
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
（p.305

） 

   

（
古
典
経
済
学
）
に
つ
い
て
、
事
態
の
一
面
し
か
見
て
い
な
い
と
言
っ
て
非
難
す
る
。
疑
い
も
な
く
―
と
彼
ら
は
言

う
―
人
間
は
自
ら
の
利
益
を
追
求
す
る
が
、
し
か
し
一
つ
以
上
の
動
機
が
彼
の
魂
に
働
き
か
け
て
お
り
、
彼
の
行
為

を
規
制
し
て
い
る
。
利
己
主
義
と
な
ら
ん
で
、
集
団
感
情
、
公
共
心
（G

em
einsinn

）
、
社
交
性
…
が
存
在
す
る
。

人
間
は
動
物
に
似
て
は
い
な
い
。
動
物
は
自
己
の
欲
求
の
満
足
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
人
間
は
義
務
に
従
う

こ
と
を
知
っ
て
い
る
道
徳
的
存
在
で
あ
る
。
…
そ
れ
ゆ
え
、
一
連
の
推
論
を
、
人
間
は
た
だ
一
つ
の
動
機
、
個
人
的

利
益
の
支
配
の
下
で
の
み
行
動
す
る
と
い
う
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
か
ら
出
発
さ
せ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
」 

 

た
し
か
に
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ
り
、
し
か
も
非
常
に
重
大
な
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ち
が
い
は
、
ま

ち
が
い
を
経
済
学
者
た
ち
の
せ
い
に
す
る
人
々
に
、
全
面
的
に
属
す
る
。
諺
に
言
う
通
り
、
聞
こ
う
と
し
な
い
者
は

聞
こ
え
な
い
者
よ
り
始
末
が
悪
い
。
あ
る
人
物
が
、
一
全
体
が
部
分
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
…
か
ら
成
っ
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
の
諸
部
分
の
う
ち
の
一
つ
、
例
え
ば
Ａ
を
切
り
離
し
て
研
究
す
る
と
し
て
も
そ
れ
は
こ
の
全
体
が
も
っ
ぱ
ら
Ａ
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
と
き
、
こ
の
人
物
は
た
だ
、

彼
が
科
学
的
研
究
に
お
い
て
成
果
を
上
げ
る
に
必
要
な
資
質
を
全
く
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。 
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ジ
ュ
リ
ウ
ス
・
ウ
ォ
ル
フ
（Julius W

olf

）
教
授
は
こ
の
観
点
か
ら
講
壇
社
会
主
義
に
よ
っ
て
立
て
ら

れ
た
い
く
つ
か
の
問
題
を
論
じ
た
（
１
）
。
講
壇
社
会
主
義
は
、
利
己
主
義
と
競
争
と
に
立
脚
す
る
政
治
経
済

学
を
糾
弾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
宣
言
す
る
。
ウ
ォ
ル
フ
は
、
利
己
主
義
と
競
争
は
社
会
的
観
点
か

 

国
家
に
よ
る
後
見
監
督
は
、
幸
福
と
効
用
の

大
値
を
確
保
す
る
た
め
に
は
ど
の
点
ま
で
拡
大
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
現
実
に
存
在
す
る
問
題
で
あ
り
、
国
家
社
会
主
義
者
た
ち
が
こ
の

問
題
を
提
起
し
た
こ
と
は
彼
ら
の
功
績
で
あ
る
。
こ
の
種
の
す
べ
て
の
問
題
と
同
じ
く
、
こ
の
問
題
を
解

く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
事
実
の
観
察
と
論
理
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。 

 

し
か
し
現
実
に
は
、
彼
ら
が
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
経
済
科
学
こ
そ
が
、
そ
の
論
証
の
厳
密
さ
に

よ
っ
て
彼
ら
の
憧
れ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
科
学
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
科
学
と
は
異
な
る
別
の
も
の
を
用

い
て
お
り
、
そ
の
空
虚
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
議
論
か
ら
そ
の
何
か
別
の
も
の
を
免
れ
さ
せ
る
た
め

に
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
。
こ
の
学
問
は
論
証
的
証
明
の
た
め

に
あ
い
ま
い
で
し
ば
し
ば
想
像
上
の
歴
史
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
採
用
し
、
法
則
の
直
接
的
効
果
な
る
も
の
に

執
着
し
、
そ
の
間
接
的
効
果
は
無
視
し
、
何
の
現
実
性
も
な
い
実
体
を
創
出
し
、
そ
れ
に
架
空
の
完
全
性

を
付
与
し
、
あ
る
問
題
は
国
家
、
聖
国
家
が
そ
れ
を
解
決
す
る
も
の
と
決
定
さ
れ
れ
ば
、
解
決
さ
れ
う
る

も
の
と
素
朴
に
信
じ
て
い
る
。 

 

諸
事
実
の
関
係
の
観
点
、
つ
ま
り
科
学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
社
会
主
義
は
次
の
よ
う
に
信
じ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
主
義
者
が
望
む
よ
り
は
は
る
か
に
遠
く
ま
で
、
し
か
し
集
産
主
義
者
が
要
求
す

る
よ
り
は
は
る
か
に
少
な
く
推
し
進
め
ら
れ
る
政
府
の
介
入
こ
そ
が
人
々
の
幸
福
を
増
大
さ
せ
う
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
完
璧
に
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
馬
鹿
げ
た
と
こ
ろ
が
少
し
も
な
い
見

解
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
見
解
に
由
来
す
る
よ
き
結
果
を
判
別
し
う
る
の
は
経
済
的
諸
事
実
の
あ
い
だ
の

関
係
を
研
究
す
る
科
学
、
つ
ま
り
、
政
治
経
済
学
の
方
法
の
み
に
よ
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
講
壇
社
会
主
義
者
あ
る
い
は
国
家
社
会
主
義
者
の
大
部
分
は
い
ま
や
逆
に
こ
の
科
学
の
存
在
ま

で
否
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
経
済
的
諸
事
実
が
斉
一
性
を
示
さ
な
い
と
す
れ
ば
、

あ
る
い
は
法
則
に
従
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
た
あ
る
い
は
法
則
が
存
在
す
る
と
し
て
も
そ
れ
を
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
貴
方
が
た
が
要
求
す
る
国
家
の
介
入
の
効
果
は
如
何
に
し
て
予
見
す
る
こ

と
が
可
能
な
の
か
。
そ
し
て
も
し
貴
方
が
た
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
有
益
で
あ
る
と
明

言
す
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
か
。 

 

国
家
社
会
主
義
の
形
而
上
学
的
内
容
は
主
と
し
て
、
経
済
的
問
題
は
倫
理
的
考
察
に
よ
っ
て
、
ま
た
科

学
的
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
我
々
の
想
像
力
の
成
果
た
る
抽
象
に
よ
っ
て
、
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

す
る
信
仰
に
あ
る
。 

 
こ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
を
形
而
上
学
者
、
講
壇
社
会
主
義
者
そ
の
他
に
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
と
は
誠

に
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
依
然
と
し
て
、
経
済
学
者
た
ち
は
人
間
を
も
っ
ぱ
ら
物
質
的
利

益
に
あ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
と
考
え
る
ま
ち
が
い
を
犯
し
て
い
る
と
繰
返
し
な
が
ら
相
互
に
ま
ね
し
あ
っ

て
い
る
。
ク
ニ
ー
ス
（K

nies

）
、
ビ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
（H

ildebrand

）
そ
の
他
は
、
利
益
が
人
間
の
行
為

の
唯
一
の
動
機
で
は
な
い
か
ら
に
は
経
済
法
則
は
「
自
然
法
則
」
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
多
く
の
論
者
た

ち
は
こ
の
指
摘
を
お
う
む
の
よ
う
に
繰
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

言
う
人
々
に
は
、
科
学
法
則
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
概
念
が
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
異
常
言
動
は
す
べ
て
、
あ
る
種
の
先
入
観
が
も
ち
う
る
影

響
力
、
ま
た

も
明
瞭
な
真
理
を
見
る
の
を
妨
げ
る
あ
る
種
の
気
質
が
も
ち
う
る
影
響
力
の
、
奇
妙
で
顕

著
な
一
例
で
あ
る
。 
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一
般
に
改
革
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
ず
彼
ら
は
彼
ら
が
望
む
好
ま
し
い
結
果

を
得
る
た
め
の
あ
る
体
系
、
方
法
が
必
ず
や
存
在
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
仮
定
す
る
。
次
に
彼
ら
は
次
の

よ
う
な
両
刀
論
法
を
た
て
る
。
こ
の
体
系
は
Ａ
あ
る
い
は
Ｂ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
Ｂ
で
は
な

 

ウ
ォ
ル
フ
は
恐
ら
く
、
少
し
楽
観
主
義
的
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
た
と
え
彼
が
ま
ち
が
っ
て
い

る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
講
壇
社
会
主
義
者
の
立
場
が
よ
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
形
而

上
学
的
実
体
が
、
そ
れ
に
付
与
さ
れ
て
い
る
力
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
彼
ら
自
身
で
あ
る
。
も
し
あ
る
黒
人
が
彼
の
物
神
の
力
を
売
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
力
が
存
在
す

る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
彼
で
あ
っ
て
、
そ
の
力
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
我
々
で
は
な
い
。 

 

講
壇
社
会
主
義
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
組
織
に
お
け
る
経
済
循
環
は
、
も
し
そ
れ
を
成
り
行
き
に
ま

か
せ
る
な
ら
ば
、
技
術
進
歩
は
社
会
進
歩
に
転
換
さ
れ
ず
、
反
社
会
的
、
金
権
主
義
的
進
化
変
遷
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
言
う
。
進
化
に
別
の
方
向
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
社
会
改
革
で
あ
る
。
こ
の
殊
勝

ら
し
い
「
社
会
改
革
」
は
「
倫
理
的
国
家
」
の
親
戚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
実

体
は
結
局
の
と
こ
ろ
文
言
上
の
争
い
に
帰
着
す
る
。
ウ
ォ
ル
フ
は
、
私
的
所
有
と
競
争
が
存
在
し
て
い
る

組
織
に
お
い
て
は
物
質
の
循
環
が
生
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
変
化
の
初
期
に
お
け
る
病
気
の
一
時
期
の

後
で
技
術
進
歩
が
自
然
に
社
会
進
歩
に
転
換
す
る
、
す
な
わ
ち
技
術
進
歩
に
対
応
し
て
い
る
大
衆
の
浮
揚

上
昇
に
転
換
す
る
、
と
答
え
る
。 

 

ウ
ォ
ル
フ
は
、
労
働
者
の
保
護
、
労
働
者
保
険
、
職
工
組
合
等
、
す
な
わ
ち
現
代
の
社
会
政
策
は
す
べ

て
、
競
争
の
効
果
お
よ
び
社
会
的
生
産
性
と
比
較
す
れ
ば
、
ま
た
私
的
所
有
の
よ
い
面
と
比
較
す
れ
ば
、

社
会
的
価
値
と
し
て
は
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
答
え
る
。 

ら
見
て
も
好
意
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
所
以
を
説
明
す
る
。
講
壇
社
会
主
義
は
、

労
働
者
の
運
命
を
改
善
す
る
た
め
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
組
織
の
基
礎
を
移
動
さ
せ
る
社
会
改
革
、
社
会
の

社
会
化
（socialisation de la société

）
が
必
要
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
ウ
ォ
ル
フ
は
社
会
改
革
を
断
念

し
な
く
と
も
、
労
働
者
の
運
命
を
改
善
す
る
に
つ
い
て
本
質
的
な
も
の
は
個
人
主
義
的
経
済
の
結
果
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
個
人
主
義
的
組
織
の
一
法
則
は
、
技
術
的
進
歩
が
す
べ
て
経

済
的
進
歩
に
転
換
さ
れ
、
経
済
的
進
歩
は
す
べ
て
社
会
的
進
歩
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

Ｊ
・
ウ
ォ
ル
フ
の
次
の
著
作
を
参
照
。Illusionisten und Realisten in der N

ationalökonom
ie, dans 

Zeitschrift für Socialw
issenschaft; der Student und die sociale Frage, publié aussi sous le titre: 

der K
athedersocialism

us, 1900. 
  

シ
ュ
モ
ラ
ー
（Schm

oller

）
氏
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
形
成
と
進
展
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
は

「
コ
ン
ジ
ョ
ン
ク
チ
ュ
ー
ル

経
済
情
勢

」
（conjoncture

）
で
も
な
く
、
技
術
的
変
化
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
経
済
的
変
化
で
も
な

く
、
国
民
の
道
徳
的
強
さ
で
あ
る
と
言
う
。
道
徳
、
宗
教
、
品
行
、
法
律
が
高
め
ら
れ
る
に
応
じ
て
、
教

会
、
学
校
の
組
織
が
良
質
に
な
る
に
応
じ
て
、
社
会
的
規
律
と
知
的
、
道
徳
的
、
教
育
的
上
昇
の
過
程
が

下
層
の
階
級
に
ま
で
及
ぶ
に
応
じ
て
、
上
層
階
級
が
自
ら
の
地
位
を

大
の
享
楽
へ
の
権
利
と
し
て
で

は
な
く
一
つ
の
義
務
と
理
解
す
る
に
応
じ
て
、
異
な
る
諸
階
級
が
相
互
に
理
解
し
あ
い
親
密
に
接
触
す
る

に
応
じ
て
、
社
会
的
分
化
は
下
層
諸
階
級
の
上
昇
へ
と
変
換
さ
れ
、
新
た
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
形
成
す

る
。 
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蒸
気
機
関
を
改
良
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
人
々
を
想
定
し
よ
う
。
蒸
気
機
関
が
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ

り
、
燃
料
の
炭
素
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
熱
量
の
一
小
部
分
し
か
使
っ
て
い
な
い
こ
と
は
議
論
の
余
地

が
な
い
。
そ
れ
を
改
良
す
る
方
法
は
、
熱
力
学
、
機
械
工
学
、
機
械
製
作
者
の
技
術
、
等
を
研
究
す
る
こ

と
で
あ
り
、
諸
事
実
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
を
利
用
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
熱
力
学
が
我
々

に
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
機
関
の
効
率
は
ボ
イ
ラ
ー
の
温
度
と
冷
却
器
の
温
度
と
の
差
が
大
き
く
な

る
に
つ
れ
て
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
間
の
温
度
差
を
ボ
イ
ラ
ー
の
絶
対
．
．
温
度
（
１
）

で
割
っ
た
も
の
に
等
し
い
理
論
上
の
効
率
―
こ
れ
以
上
の
効
率
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
―
を
教
え
て

い
る
。
し
か
し
ボ
イ
ラ
ー
と
冷
却
器
と
の
あ
い
だ
の
温
度
差
を
大
き
く
す
る
に
つ
い
て
は
実
践
上
の
大
き

 

社
会
組
織
と
い
う
も
の
は
完
璧
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
組
織
の
欠
陥
が
国
家

社
会
主
義
者
た
ち
に
強
い
印
象
を
与
え
る
と
し
て
も
、
な
ん
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
社

会
組
織
を
改
善
し
よ
う
と
望
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
完
全
に
正
当
な
こ
と
で
あ
り
、
き
わ
め
て
有

益
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
そ
の
理
論
を
、
諸
事
実
の
関
係
に
立
脚
さ
せ
る
の
で

は
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
、
多
少
と
も
包
括
的
な
い
く
つ
か
の
原
理
か
ら
演
繹
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

彼
ら
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
現
実
か
ら
外
れ
て
し
ま
い
、
苛
立
ち
、
そ
の
企
図
に
よ
っ

て
歪
め
て
理
解
し
た
科
学
の
原
理
と
結
果
を

後
に
は
否
定
す
る
に
至
っ
た
。 

 

後
に
人
道
主
義
と
い
う
曖
昧
な
一
感
情
が
革
命
的
社
会
主
義
ま
で
行
く
こ
と
は
嫌
な
人
々
を
国
家
社

会
主
義
の
方
向
に
押
し
や
っ
た
。 

 

国
家
社
会
主
義
の
適
用
上
の
成
功
の
原
因
は
、
所
有
諸
階
級
が
、
国
家
社
会
主
義
の
う
ち
に
革
命
的
社

会
主
義
に
対
す
る
一
種
の
保
証
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
か
れ
ら
所
有
階
級
は
、

す
べ
て
略
奪
さ
れ
は
し
ま
い
か
と
恐
れ
、
諦
め
て
、
一
部
を
犠
牲
に
し
て
残
り
を
救
っ
た
。
今
日
こ
の
計

算
が
正
し
か
っ
た
か
ま
ち
が
っ
て
い
た
か
を
言
う
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
所
有
階
級
が
も
っ
て
い
る
も

の
の
全
体
を
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
け
て
、
そ
の
各
部
分
を
順
次
放
棄
し
て
結
局
全
て
な
く
し
て
し
ま
う

の
が
確
実
に
ま
ち
が
い
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
所
有
階
級
が
こ
の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
国
が
現
に

い
く
つ
か
存
在
す
る
。 

 

客
観
的
に
は
、
国
家
社
会
主
義
の
学
説
と
し
て
の
成
功
の
原
因
は
、
そ
れ
が
対
象
と
し
た
人
物
た
ち
に

と
っ
て
親
し
み
や
す
い
論
証
様
式
を
用
い
た
こ
と
に
あ
る
。
社
会
的
政
治
的
問
題
に
た
づ
さ
わ
る
人
物
た

ち
の
大
部
分
は
そ
の
古
典
的
教
育
と
哲
学
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
推
論
の
習
慣
を
も
っ
て
お
り
、
実
験

的
科
学
方
法
の
習
慣
は
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
身
に
つ
け
て
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
自
然
哲
学
』

の
馬
鹿
々
々
し
さ
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
は
、
同
じ
著
者
に
よ
る
『
権
利
の
哲
学
』
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
経
済
的
社
会
的
学
説
を
理
解
し
賞
讃
す
べ
く
、
望
み
う
る

良
の
条
件
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

時
々
、
こ
れ
と
同
じ
論
法
が
や
や
異
な
る
形
を
取
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
改
革
者
は
Ａ
は
い
く
つ
か
の

結
果
Ｘ
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
彼
の
論
証
は
何
ら
論
理
的
な
い
し
は
実
験
的
価
値
を
も
た
な
い

と
指
摘
さ
れ
る
と
彼
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
そ
れ
な
ら
ば
貴
方
の
ほ
う
は
Ｘ
を
獲
得
す
る
た
め
に
何

を
提
案
す
る
の
か
。
」
こ
の
要
求
は
、
Ｘ
を
Ａ
の
結
果
と
す
る
論
法
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
何
の

関
係
も
な
い
。
も
し
貴
方
が
私
に
、
例
え
ば
、
人
間
は
毎
日
い
た
ち
じ
ゃ
こ
う
草
な
る
も
の
の
葉
を
か
め

ば
二
〇
〇
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
私
は
、
貴
方
の
提
案
を
承
認
す
る
か
、

あ
る
い
は
寿
命
を
二
〇
〇
歳
ま
で
延
ば
す
別
の
方
法
を
発
見
す
る
か
、
二
つ
に
一
つ
と
い
う
両
刀
論
法
に

追
い
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
わ
れ
は
な
い
！ 

い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
Ａ
で
あ
る
こ
と
が
結
果
す
る
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。 
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し
か
し
こ
こ
に
、
右
の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
、
蒸
気
機
関
は
不
完
全
で
あ
る
こ

と
―
こ
れ
は
事
実
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
―
を
延
々
論
じ
、
次
に
、
人
間
は
炭
素
熱
量

の
「
綜
合
的
産
物
」
に
対
す
る
権
利
．
．
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
国
家
は
こ
の
理
想
を
実
現
し
な
け
れ
ば

．
．
．
．
な
ら

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
精
緻
を
極
め
た
論
証
に
没
頭
す
る
人
々
が
い
る
と
す
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ

は
不
可
能
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら

も
完
全
な
機
関
の
理
論
的
効
率
で
も
熱
力
学
が
教
え
る
あ
る
限
界
を
越

え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
と
反
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
彼
ら
は
、
彼
ら
の
夢
想
の
空
し

さ
を
明
ら
か
に
す
る
科
学
に
対
し
て
非
難
を
向
け
る
。
熱
力
学
は
問
題
の
一
面
し
か
考
察
し
な
い
。
蒸
気

機
関
に
は
ボ
イ
ラ
ー
と
冷
却
器
と
の
あ
い
だ
の
単
純
な
循
環
の
他
に
別
の
事
柄
も
存
在
す
る
の
だ
！
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
ら
は
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
右
の
循
環
と
現
実

の
機
関
と
の
あ
い
だ
の
差
は
、
経
済
学
者
の
言
う
ホ
モ
．
．
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

．
．
．
．
．
．
と
現
実
の
人
間
と
の
差
と
同
じ
、

あ
る
い
は
は
る
か
に
大
き
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
熱
力
学
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
循

環
が
蒸
気
機
関
の
理
論
の

も
重
要
な
一
部
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
我
ら
が
友

は
逆
に
、
熱
力
学
は
偽
り
で
あ
る
、
役
に
立
た
な
い
、
危
険
で
あ
る
と
結
論
す
る
で
あ
ろ
う
。
熱
力
学
を

理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
を
欠
き
な
が
ら
、
彼
ら
は
熱
力
学
の
定
理
を
勝
手
気
ま
ま
に
理
解
す
る
。

絶
対
．
．
温
度
な
る
も
の
の
存
在
を
知
れ
ば
、
彼
ら
は
語
源
学
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
あ
る
意
味
を
こ
の
言
葉
に

付
与
し
、
人
間
は
絶
対
的

．
．
．
な
る
も
の
は
な
に
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
重
々
し
く
言
う
こ
と
で
あ
ろ

う(

１)

。
熱
力
学
は
あ
ら
ゆ
る
蒸
気
機
関
に
当
て
は
ま
る
い
く
つ
か
の
原
理
を
立
て
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ

れ
以
上
に
馬
鹿
げ
た
こ
と
が
何
か
あ
る
だ
ろ
う
か
。
国
民
の
数
と
同
数
の
「
国
民
．
．
経
済
学
」
が
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
蒸
気
機
関
の
種
類
と
同
数
の
熱
力
学
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
言
え
ば
こ
の
よ
う
な
理
論
は
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
蒸
気
機
関
の
歴
史
を
知
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
あ
る
学
者
が
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ワ
ッ
ト
の

初
の
蒸
気
機
関
の
材
料
が
ど
こ
で
購
入

さ
れ
た
か
を
発
見
す
れ
ば
、
彼
は
こ
の
科
学
を
相
当
に
進
歩
さ
せ
た
と
信
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
別
の
学

者
は
さ
ら
に
遠
く
ま
で
行
き
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ス
テ
フ
ァ
ン
ソ
ン
（G

eorges Stephenson

）
が
生
涯
に

ど
れ
ほ
ど
の
じ
ゃ
が
い
も
を
食
べ
た
か
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
蒸
気
機
関
の
理
論
を
樹
立
す
る
の
に
貢

献
し
う
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
．
．
学
派
の
仕
事
の
多
く
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。 

な
障
害
が
存
在
す
る
。
機
械
工
学
と
製
作
者
の
技
術
は
そ
の
障
害
の
一
小
部
分
を
克
服
す
る
方
法
を
我
々

に
教
え
る
。
こ
う
し
た
理
論
的
実
践
的
研
究
は
我
々
に
三
倍
か
ら
四
倍
の
大
き
な
ス
テ
ィ
ー
マ
ー
の
つ
い

た
機
関
を
提
供
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
燃
料
の
顕
著
な
節
約
が
実
現
さ
れ
る
。 

（
１
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
誇
張
は
全
く
な
い
。
価
値
．
．
に
つ
い
て
の
理
論
の
大
部
分
は
同
種
の
欠
点
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
い

る
。
多
く
の
人
々
が
純
粋
経
済
学
の
理
論
に
つ
い
て
色
盲
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
。
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
の

『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
そ
の
批
判
者
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
（K

arl K
autsky, Le m

arxism
e et son critique 

Bernstein, trad. franc., p.71

）
は

小
効
用
の
理
論(G

renznutzen theorie)

を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

彼
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
多
分
こ
の
理
論
を

大
効
用
の
理
論
と
混
同
し
て
い
る
。
翻
訳
者
は
そ
の
文
章
は
説
明
の
必
要
が

（
１
） 

事
物
よ
り
も
む
し
ろ
言
葉
に
依
拠
し
て
論
ず
る
習
慣
を
も
つ
人
々
に
は
、
こ
の
絶
対
と
言
う
言
葉
を
語
源
学
的
意
味

で
理
解
し
な
い
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
絶
対
温
度
と
は
単
に
一
〇
〇
度
目
盛
の
温
度
計
零
下
二
七
三
度
か
ら
出
発
し

て
測
定
さ
れ
た
温
度
に
す
ぎ
な
い
。 
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あ
る
と
考
え
、
我
々
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
れ
は
ウ
ィ
ー
ザ
ー
の
理
論(

終
的
限
界
効
用)

で
あ
る
。
彼
は
こ
の

理
論
に
よ
っ
て
所
与
の
条
件
に
お
け
る
、
ま
た
、
需
給
を
考
慮
し
た
経
済
的
観
点
か
ら
し
て
あ
る
生
産
物
が
も
ち
得

る

小
効
用
を
理
解
し
て
い
る
。
」
こ
の
注
釈
は
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
わ
か
り
に
く
い
。
こ
の
説
明
は
理
解
不
能
で
あ

り
、

終
的
限
界
効
用
の
理
論
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は

小
効
用
で
は
な
く

大
効
用
で
あ
り
、
「
需
給
を
考
慮
す
る
」
必
要
は
な
い
。
需
給
は
効
用
．
．
を
決
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
の
結
果
で

あ
る
。 

ワ
ル
ラ
ス(W

alras)
氏
は
限
界
効
用(m

arginal utility)

に
対
し
て
稀
少
性

．
．
．
と
い
う
名
称
を
与
え
た
の
で
あ
る

が
、
何
人
も
の
人
々
が
絶
対
的
客
観
的
な
稀
少
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
、
彼
ら
の
批
判
の
す
べ
て
を
、
こ

の
誤
っ
た
基
盤
に
立
脚
さ
せ
た
。 

別
の
人
々
は
、
観
念
は
事
実
と
は｢
通
約
不
能｣

で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る

か
ら
に
は
、
彼
ら
は
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
多
分
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
言
い
た
い
の
は
、
あ
る

人
間
が
あ
る
事
物
か
ら
受
け
取
る
感
覚
は
こ
の
事
物
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
我
々
は
想

像
す
る
。
こ
れ
は
完
全
に
真
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
人
々
は
、
数
学
的
経
済
学
は
経
済
現
象
に
つ
い
て
我
々
に

何
も
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
出
す
。
人
々
は
、
数
学
的
経
済
学
は
、
純
粋
に
主
観
的
な
現
象
に
客

観
的
表
現
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
想
像
す
る
。 

全
く
そ
う
で
は
な
い
。
数
学
的
経
済
学
が
求
め
て
い
る
の
は
事
実
の
関
係
、
事
実
が
示
す
斉
一
性
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。 

 我
々
が
も
っ
ぱ
ら
、
あ
る
一
定
の
倫
理
的
あ
る
い
は
法
律
的
規
則
の
考
察
か
ら
出
発
し
て
、
あ
る
新
し

い
社
会
組
織
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
何
に
も
ま
し
て
注
目
に
値
す
る
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

倫
理
的
あ
る
い
は
法
律
的
規
則
は
、
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
国
民
の
ち
が
い
に
よ
っ

て
異
な
り
、
ま
た
各
国
民
の
そ
の
他
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
の
す
べ
て
と
緊
密
な
依
存
関
係
に
あ
り
、
そ

う
し
た
環
境
に
お
け
る
莫
大
な
量
の
経
験
を
凝
縮
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
も
し
こ
の
環
境
が
同
じ
ま
ま
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の

規
則
は
あ
る
種
の
科
学
的
価
値
を
も
ち
、
我
々
が
そ
の
規
則
を
守
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
を
、
個
人
に

と
っ
て
も
種
に
と
っ
て
も
有
益
な
結
果
へ
と
導
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
環
境
の
性
質
が
完
全
に

変
化
す
る
場
合
に
は
も
は
や
事
情
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
新
し
い
社
会
組
織
の
場
合
に
起
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
人
々
は
規
則
が
通
用
し
て
い
る
限
界
か
ら
外
に
出
る
。
人
々
は
そ
の
規
則
を
一

定
の
条
件
の
下
で
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
今
度
は
そ
の
条
件
の
外
部
で
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
我
々
に
近
い
国
々
で
は
南
西
の
風
と
共
に
、
気
圧
が
急
速
に
低
下
す
る
と
き
に
は
大
抵
雨
が
来

る
。
こ
の
規
則
は
我
々
に
近
い
国
々
で
は
通
用
す
る
が
、
非
常
に
遠
方
の
国
々
で
は
通
用
し
な
い
。
我
々

の
社
会
で
発
達
し
た
道
徳
や
法
律
は
、
全
く
別
の
一
社
会
に
と
っ
て

も
適
合
的
な
形
態
を
決
定
す
る
た

め
の
助
け
と
し
て
は
き
わ
め
て
微
力
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。 

し
ば
し
ば
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
今
日
の
社
会
主
義
者
た
ち
が
大
い
に
強
調
す
る
点

で
あ
る
が
、
あ
る
社
会
の
道
徳
と
法
律
は
、
支
配
階
級
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
そ
の
社
会

の
一
定
の
組
織
原
理
に
と
っ
て
有
害
な
行
為
を
禁
ず
る
。
か
く
し
て
私
的
所
有
が
支
配
し
て
い
る
社
会
に

あ
っ
て
は
、
道
徳
と
法
律
は
、
私
的
所
有
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。
こ
れ
は
本
当
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
倫
理
的
規
則
に
は
も
う
一
つ
別
の
源
泉
が
存
在
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
我
々
は
す
ぐ
に
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
こ
の
第
一
の
事
実
か
ら
引

き
出
さ
れ
う
る
結
論
を
見
て
み
よ
う
。 
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倫
理
的
法
律
的
規
則
が
支
配
階
級
の
利
害
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
き
わ
め
て
多
数

の
論
者
た
ち
が
、
正
義
と
衡
平
は
全
く
正
反
対
の
行
動
を
要
求
す
る
、
と
結
論
す
る
。
か
く
し
て
支
配
階

級
が
宗
教
、
道
徳
、
法
律
に
よ
っ
て
、
私
的
資
本
の
所
有
に
対
す
る
尊
重
を
押
し
つ
け
た
と
す
る
な
ら
ば
、

正
義
．
．
は
こ
の
所
有
を
廃
止
す
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
の
論
者
の
出
発
点
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
．
一
方
の
論
者
た
ち
は
社
会
の
諸
条
件
か
ら

独
立
し
た
絶
対
的
な
正
義
の
存
在
を
承
認
す
る
。
彼
ら
は
例
え
ば
、
生
得
の
、
自
然
的
な
、
譲
渡
す
べ
か

ら
ざ
る
一
定
の
権
利
を
、
そ
の
他
の
獲
得
さ
れ
た
権
利
か
ら
区
別
す
る
。
こ
の
後
者
だ
け
が
社
会
の
諸
条

件
に
依
存
す
る
。
こ
れ
が
本
当
で
あ
れ
ば
議
論
は
形
式
論
理
の
観
点
か
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
な

り
え
よ
う
。
絶
対
的
正
義
の
一
基
準
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
一
定
の
原
理
が
こ
の
正
義
と
調
和
し

て
い
る
か
否
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
結
論
が
妥
当
で
あ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
前
提
を
証

明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
資
本
家
た
ち
は
社
会
の
法
律
と
習
慣
に
彼
ら
の
刻
印
を
刻
み
つ
け
た
。
こ

れ
は
不
正
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
。
し
か
し
何
故
に
、
こ
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
の
が
非
資
本
家
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
同
じ
よ
う
に
不
正
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
次
の
よ
う
に

な
る
。
階
級
Ａ
は
階
級
Ｂ
に
対
し
て
一
定
の
規
則
を
押
し
つ
け
た
。
い
ま
や
階
級
Ａ
に
対
し
て
別
の
規
則

を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
階
級
Ｂ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
組
織
の
あ
い
だ
で
、
正
し
い
も
の

と
正
し
く
な
い
も
の
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
識
別
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
の
通
俗
的
な
解
決
は
、
現
在
、

そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
を
構
成
す
る
人
間
の
数
を
基
準
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
多
数
派
が
Ｂ
の
階
級
で
あ
れ
ば
、

正
義
．
．
と
宣
言
さ
れ
る
の
は
階
級
Ｂ
が
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
解
決
の

厳
密
さ
は
そ
の
他
の
多
少
と
も
暗
黙
の
考
慮
事
項
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
町
の
半
数
プ
ラ
ス

一
名
の
住
民
が
も
う
一
方
の
半
数
マ
イ
ナ
ス
一
名
の
住
民
を
食
べ
た
い
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
食
人
行

為
は
「
自
然
権
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
し
た
場
合
、
そ
れ
を
支
持
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

つ
ね
に
別
の
解
決
法
を
多
少
と
も
介
在
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
学
者
た
ち
に
よ
る
解
決
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
自
然
権
」
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
Ａ
に
好
都
合
な
原
理
、
あ
る
い
は
別
の
学
者
に
よ
れ
ば
Ｂ
に

好
都
合
な
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
が
た
ど

っ
て
い
る
道
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
三
つ
の
基
本
的
な
経
済
的
権
利
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
な

し
で
主
張
す
る
。
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
生
存
の
権
利

．
．
．
．
．
、
労
働
へ
の
権
利

．
．
．
．
．
．
、
で
あ
る
。
こ

の
公
式
の
曖
昧
さ
と
混
乱
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
や
め
て
お
く
。
さ
し
あ
た
り
こ
れ
ら
の
言

葉
に
実
質
的
内
容
が
あ
る
も
の
と
し
よ
う
。
い
ま
や
こ
れ
ら
の
権
利
が
生
得
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
我
ら
の
著
者
は
顕
著
な
詭
弁
に
専
念
す
る
。
「
第
一
の
も
の
（
生
得

の
権
利
）
は
す
べ
て
の
人
間
に
そ
の
生
存
と
い
う
事
実
自
体
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
。
第
二
の
も
の
（
獲
得

さ
れ
た
権
利
）
は
、
特
別
の
資
格
に
よ
っ
て
、
契
約
に
よ
っ
て
、
相
続
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
の
あ
ら

ゆ
る
法
律
的
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
た
め
に
創
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
の
綜

合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
は
―
同
じ
く
生
存
の
権
利
も
―
明
ら
か
に
生
得
の
権
利
の
中
に
の
み
存
在
し
う

る
で
あ
ろ
う
。」
も
は
や
こ
こ
に
は
デ
ィ
レ
ン
マ
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
第
三
の
仮
説
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
権
利
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
一
方
の
階
級
の
中

に
も
他
方
の
階
級
の
中
に
も
見
出
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
（
１
）
。
我
々
が
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

ま
た
こ
れ
か
ら
も
見
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
同
種
の
事
例
に
お
い
て
、
消
去
と
い
う
方
法
は
人
を
誤
ら
せ

る
だ
け
で
あ
る
。 
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（
１
） 
こ
の
詭
弁
は
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
考
え
た
も
の
の
一
つ
に
類
似
し
て
い
る
。
「
君
は
君
が
失
わ
な
か
っ

た
も
の
は
持
っ
て
い
る
。
君
は
角
を
失
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
君
は
角
を
持
っ
て
い
る
。
」（G

ellius, 

■XV
III, 

2.

） 
事
物
は
た
だ
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
、
一
．
私
が
過
去
に
お
い
て
持
っ
て
お
り
、
今
も
持
っ
て
い

る
も
の
、
二
．
私
が
過
去
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
が
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第

三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
過
去
に
お
い
て
持
た
な
か
っ
た
も
の
、
で
あ
る
。 

列
挙
と
い
う
方
法
も
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
な
一
現
象
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
一
般
に
不
完
全
で

あ
る
。
我
々
は
具
体
的
な
一
現
象
に
つ
い
て
そ
の
全
詳
細
を
知
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
い
つ
か

そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
も
思
え
な
い
。 

我
々
は
ま
だ
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
論
証
を
、
キ
ケ
ロ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
て
述
べ
て
い
る
論
証

（C
icéron, D

e nat. deor., 

■II, 16
）
と
比
較
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
け
な
い
。
「
動
く
も
の
は
す
べ
て
、
自
然

に
よ
っ
て
、
力
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
意
志
に
よ
っ
て
、
動
い
て
い
る
。
」
と
こ
ろ
で
星
の
運
動
は
、
落
下
す
る
重

い
物
体
や
上
昇
す
る
軽
い
物
体
の
運
動
の
よ
う
に
自
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
暴
力
的
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
が

星
に
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
自
由
意
志
に
よ
る
運
動
の
ほ
か
に
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。Restat igitur, ut m

otus astrorum
 sit voluntarius. 

実
際
、
形
而
上
学
者
た
ち
も
こ
の
種
の
論
証
を

警
戒
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
時
で
あ
ろ
う
。 

 
 

し
か
し
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
生
得
の

．
．
．
権
利
な
る
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
正
確
に
知
ら
な
い

の
に
、
ど
う
し
て
あ
る
権
利
が
生
得
．
．
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
（
１
）
。 

こ
の
問
題

に
つ
い
て
学
者
た
ち
は
意
見
の
一
致
か
ら
は
程
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
我
々
の
著
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
権
利
の
哲
学
は
、
各
人
の
労
働
の
総
合
的
産
物
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
生
存
に
対
す
る
生
得
の
権
利
を

承
認
し
て
い
る
か
。
少
な
く
と
も
権
利
の
哲
学
に
つ
い
て
の
理
論
家
の
大
多
数
に
関
す
る
限
り
で
は
、
こ

の
点
に
つ
い
て
否
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２
）
。
」
か
く
し
て
、
何
千
年
、
何
万
年
以
前
か
ら
人
は
そ

れ
ぞ
れ
生
れ
な
が
ら
に
し
て
こ
の
生
得
の
権
利
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
今
に
な
る
ま
で
そ
の
権
利
は
発
見

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
憲
法
制
定
議
会
が
、
か
く
も
長
い
間
知
ら
れ
ず
失
わ
れ
真
価

を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
権
利
を
再
発
見
し
た
と
考
え
た
。
こ
の
権
利
は
一
七
九
一
年
に
宣
言
さ
れ
て

バ
ラ
色
の
体
験
を
味
っ
た
が
、
一
七
九
三
年
に
は
少
々
別
の
権
利
が
宣
言
さ
れ
た
（
３
）
。
他
方
で
は
ま
た
こ

れ
と
は
さ
ら
に
別
の
権
利
が
宣
言
さ
れ
る
か
提
案
さ
れ
る
か
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
何
を
真

実
で
正
当
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
か
を
正
確
に
知
り
た
い
と
望
ん
で
い
た
人
々
を
大
い
に
当
惑

さ
せ
た
。
こ
の
当
惑
は
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
そ
の
他
類
似
の
権
利
の

近
に
お
け
る
発
見

に
よ
っ
て
さ
ら
に
増
大
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

近
の
諸
権
利
が

終
的
に
真
実
で
あ
る
と
い
う
、
ど
の

よ
う
な
保
証
を
我
々
は
も
っ
て
い
る
の
か
。
い
つ
の
日
か
、
何
か
新
た
な
発
見
が
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
生．

得
の
．
．
、
自
然
的
な

．
．
．
．
、
不
易
の

．
．
．
も
の
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
り
、
聖
な
る

神
秘
的
な
資
格
を
享
受
す
る
の
は
別
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
我
々
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 

（
１
） 

C
ic., D

e nat. deor., 

■III, p.6: N
am

 Fauni vocem
 equidem

 num
quam

 audivi; tibi, si audisse te 
dicis, credam

: esti, Faunus om
nino quid sit, nescio. (

実
際
の
と
こ
ろ
私
は
牧
神
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
の
声
を
聞

い
た
こ
と
が
な
い
。
も
し
君
が
そ
れ
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
言
う
な
ら
私
は
そ
れ
を
信
ず
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
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ウ
ヌ
ス
と
は
何
で
あ
る
か
を
私
は
全
く
知
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が
。) 

（
２
） 
『
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
』(Le droit au produit intégral du travail, Paris, V. G

iard et E
. 

B
rière, p.44) 

（
３
） 

ベ
ン
サ
ム
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
批
判
『
立
法
議
会
の
戦
術
並
び
に
政
治
的
詭
弁
論
』
（Tactique des 

assem
blées législatives suivie d’ un traité des sophism

es politiques

）
は
多
数
の
き
わ
め
て
優
れ
た

指
摘
を
含
ん
で
お
り
、
今
日
で
も
な
お
読
ま
れ
る
に
値
す
る
。 

一
七
九
一
年
の
宣
言
．
．
お
よ
び
一
七
九
五
年
の
宣
言
に
つ
い
て
我
々
の
著
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
権
利
の
目

録
を
比
較
す
る
と
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
の
権
利
は
、
一
七
九
一
年
と
一
七
九
五
年
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ

ら
が
い
か
に
自
然
で
不
易
と
は
言
え
、
そ
れ
で
も
相
当
の
変
化
を
蒙
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
一
七
九
一
年
の
宣

言
の
第
一
条
に
は
、
権
利
は
自
由
．
．
と
平
等
．
．
の
二
つ
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
第
一
条
と
第
二
条
の
あ
い

だ
に
三
つ
の
新
し
い
権
利
が
生
じ
た
。
財
産
．
．
、
安
全
．
．
、
圧
政
に
対
す
る
抵
抗

．
．
．
．
．
．
．
．
、
の
三
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

三
つ
の
新
し
い
権
利
を

初
の
二
つ
の
権
利
に
追
加
し
て
も
、
五
つ
の
権
利
に
な
ら
な
か
っ
た
。
四
つ
の
権
利
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
第
一
条
と
第
二
条
の
あ
い
だ
で
、
平
等
に
つ
い
て
何
が
起
っ
た
の
か
は
不
明
な
の
で
あ

る
が
、
平
等
が
消
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
七
九
一
年
か
ら
一
七
九
五
年
に
か
け
て
の
間
に
平
等
は
再
び
見
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
平
等
は
自
由
．
．
の
後
で

も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
一
七
九
一
年
の
憲

章
で
非
常
に
気
高
く
登
場
し
た
圧
政
に
対
す
る
抵
抗

．
．
．
．
．
．
．
．
は
一
七
九
五
年
の
憲
章
で
は
追
放
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
タ

キ
ト
ゥ
ス
が
語
っ
て
い
る
二
人
の
有
名
な
ロ
ー
マ
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
権
利
は
消
滅
し
た
た
め

に
ま
す
ま
す
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
」(

■II, p.341-342) 

マ
キ
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
宣
言
．
．
草
案
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
第
二
条 

人
間
の
主
要
な

権
利
は
生
存
の
維
持
お
よ
び
自
由
を
満
足
さ
せ
る
権
利
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
や
や
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
生
存

の
維
持
を
満
足
さ
せ
る
」
権
利
は
「
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
」
の
近
い
親
戚
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
我
々
は
こ
の
あ
い
ま
い
で
微
妙
な
問
題
に
つ
い
て
は
敢
て
断
定
的
な
こ
と
は
言
わ
な
い
で
お
く
。 

フ
ー
リ
エ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
人
間
の
権
利

．
．
．
．
．
に
つ
い
て
あ
ま
り
か
ん
ば
し
く
な
い
程
に
し

か
支
持
し
な
い
。
彼
は
、
は
る
か
に
生
得
的

．
．
．
で
自
然
．
．
で
不
易
の

．
．
．
、
別
の
権
利
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

彼
は
言
う
。
「
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
人
間
の
権
利
に
つ
い
て
詭
弁
を
弄
し
つ
つ
数
世
紀
を
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

間

も
本
質
的
な
権
利
、
労
働
の
権
利
、
そ
れ
な
し
で
は
他
の
権
利
が
意
味
を
も
た
な
く
な
る
権
利
に
つ
い
て
は

そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
政
策(politique sociale)

に
お
い
て
有
能
で
あ
る

と
自
ら
信
じ
て
い
る
諸
国
民
に
と
っ
て
何
た
る
恥
辱
か
！
」(Traité de l’assoc. dom

est. agric., I, p.138) 

  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
奴
隷
制
は
自
然
の
権
利
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る(Polit., I, 2)

。
こ

の
主
張
は
、
論
理
お
よ
び
事
実
の
観
点
か
ら
は
、
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
の
存
在
の
主
張
と

等
価
で
あ
る
。
そ
し
て
不
幸
な
こ
と
に
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
は
相
対
立
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
メ
ン
ガ
ー
か
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
る
の
か
。
も
し
科
学
の
問
題
と
し
て

こ
れ
を
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
我
々
は
、
こ
の
問
い
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ
の
基
準
を
も
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
我
々
は
事
実
と
経
験
に
訴
え
、
二
つ
の
理
論
の
う
ち
ど
ち
ら
が
事
実
と
一
致
し
て
い
る
か
を
探
る

で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
発
生
を
信
じ
て
い
た
。
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
は
そ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
。

二
人
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
。
諸
事
実
が
尋
問
さ
れ
た
。
彼
ら
は
答
え
た
。
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
の
理
論
は

事
実
と
一
致
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
は
事
実
と
一
致
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
前
者
は
、
少
な
く
と
も

こ
れ
に
合
わ
な
い
新
た
な
事
実
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
後
者
は
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拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奴
隷
制
に
つ
い
て
の
自
然
の

．
．
．
権
利
、
あ
る
い
は
労
働
の
綜
合
的
産
物
に

対
す
る
自
然
の

．
．
．
権
利
、
と
い
っ
た
理
論
を
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
判
断
す
る
た
め
の
こ
の
よ
う
な
基
準
は

ど
こ
で
見
出
せ
ば
よ
い
の
か
。
我
々
は
全
く
経
験
領
域
の
外
部
に
い
る
。
こ
れ
は
我
々
に
対
し
て
求
め
ら

れ
る
信
仰
箇
条
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
は
実
際
全
く

無
益
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
原
理
か
ら
引
き
出
し
た
い
と
思
う
結
論
を
、
信
仰
箇
条
と
し
て
直
接
に

受
け
入
れ
た
ほ
う
が
ま
し
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
議
論
は
す
べ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
非
論
理

的
な
確
信
に
論
理
的
な
み
せ
か
け
の
た
め
の
ニ
ス
を
塗
り
た
い
と
い
う
、
人
間
の
感
ず
る
欲
求
を
満
足
さ

せ
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
（
１
）
。 

 

（
１
） 

ベ
ン
サ
ム
は
人
間
の
権
利
の
宣
言

．
．
．
．
．
．
．
．
に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
権
利
．
．
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(loc. 

cit., 

■II, p.336-337)

。
「
こ
れ
ら
の
権
利
を
確
実
な
も
の
と
し
て
、
不
易
の
も
の
と
し
て
、
譲
渡
さ
れ
得
ざ
る
も

の
と
し
て
宣
言
す
る
こ
の
熱
情
の
原
因
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
権
利
を
ど
こ
か
で
見
つ
け
た
人
は
い
な
い
の

で
あ
る
。
…
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
け
れ
ば
し
な
い
ほ
ど
、
人
は
そ
れ
ら
が
つ
ね
に
存
在
し
て
き
た
と
説
得
す
る
た
め

に
喧
し
く
騒
ぎ
立
て
る
。
…
そ
れ
は
聖
職
者
の
大
砲
で
あ
り
、
俗
人
は
そ
れ
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
…
大
多
数

の
人
々
は
、
表
現
の
適
切
さ
、
正
し
さ
と
い
っ
た
こ
と
に
余
り
慣
れ
て
お
ら
ず
、
表
現
を
正
し
く
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
し
か
し
、
他
の
多
く
の
人
々
は
、
よ
く
響
く
言
葉
に
魅
了
さ
れ
、
自．

然
法
．
．
（lois naturelles

）
、
自
然
権

．
．
．
と
い
っ
た
観
念
に
魅
せ
ら
れ
て
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
、
二
つ
の
言
葉
の
人
為
的

な
統
合
を
断
ち
切
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
単
純
な
る
理
性
の
言
語
、
純
粋
な
真
理
の
言
語
は
理

解
す
る
の
が
難
し
い
。
情
熱
の
言
語
は
そ
れ
だ
け
で
魅
力
的
で
あ
り
、
書
き
や
す
い
。
前
者
は
、
そ
れ
自
身
に
対
す

る
厳
し
い
注
意
、
魅
力
的
な
模
倣
の
流
れ
の
中
で
の
抵
抗
力
を
要
求
す
る
。
後
者
が
要
求
す
る
の
は
た
だ
模
倣
の
流

れ
に
身
を
任
せ
、
全
世
界
と
共
に
語
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
」 

  

二
．
別
の
論
者
た
ち
は
「
歴
史
の
唯
物
論
」(m

atérialism
e de l´histoire)

を
受
け
入
れ
、
正
義
の
観

念
は
社
会
の
条
件
に
緊
密
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
マ
ル
ク
ス
は
言
う
。
「
人
間
の
意
見
、

概
念
、
考
え
方
、
一
言
で
言
え
ば
人
間
の
意
識
．
．
が
人
間
の
社
会
的
諸
関
係
、
そ
の
社
会
的
存
在
の
中
に
生

じ
る
あ
ら
ゆ
る
変
化
と
共
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
、
非
常
に
深
遠
な
精
神
が
必
要
で

あ
ろ
う
か
。
」
そ
し
て
彼
は
「
自
由
、
正
義
と
い
っ
た
永
遠
の
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
条
件
に
共
通
の
真

理
が
さ
ら
に
存
在
す
る
（
１
）
」
と
主
張
す
る
人
々
に
反
対
す
る
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
き
に
は
、
形
式
論
理

に
反
対
し
よ
う
と
思
い
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の
法(droit)

を
上
か
ら
下
ま
で
す
っ
か
り
変
え
る
た
め
に
、

い
く
つ
か
の
絶
対
的
正
義
の
原
理
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
良
質
の
論
理
学
に
お
い
て
は
、

あ
る
事
物
は
、
同
時
に
存
在
し
ま
た
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
い
く
つ
か
の

絶
対
的
正
義
の
原
理
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
主
義
に
反
対
し
て
そ
れ
ら
の
原
理
が
対
置
さ
れ
る

と
き
に
、
そ
れ
ら
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
ら
の
原
理
が
存
在
し
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
同
じ
社
会
主
義
を
樹
立
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（B

enedetto C
roce

）
は
道
徳
と
社
会
主
義
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
例

の
如
く
才
能
豊
か
に
論
じ
た
。
彼
は
言
う
。
「
社
会
主
義
文
献
の
中
に
は
、
相
対
的
道
徳
、
道
徳
の
相
対
性

と
い
う
考
え
方
を
支
持
す
る
、
単
に
歴
史
的
ば
か
り
で
は
な
く
本
質
的
で
も
あ
る
、
一
つ
の
強
力
な
潮
流

が
見
ら
れ
る
。
道
徳
を
虚
し
い
空イ

想マ

のジ

産ナ

物チ
オ

と
見
な
す
潮
流
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
は
主
と
し
て
、
ま
ず
、

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
空
想
主
義
者
に
反
対
し
て
次
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
必
要
性
に
よ
っ
て
決
定
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さ
れ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
問
題

．
．
．
．
．
は
一
道
徳
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
道
徳

的
手
段
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
を
決
定
し
た
い
ま
一
つ
の
も
の

は
、
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
階
級
的
偽
善
に
対
す
る
か
れ
ら
の
辛
辣
き
わ
ま
る
批
判
で
あ
っ
た
。･

･･

し

か
し
、
道
徳
に
お
け
る
理
想
主
義
と
絶
対
的
な
る
も
の
の
存
在
が
、
哲
学
的
意
味
に
お
い
て
、
社
会
主
義

の
必
然
的
前
提
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
２
）
。
」 

（
２
） Sulla concezione m

aterialista della storia

―O
sservazioni lette all´ Accadem

ia Pontaniana, 
N

apoli, 1896. 

こ
の
文
章
を
、
第
六
章
の(

■
原
文p.337
■)

の
注
（
１
）
で
我
々
が
引
用
し
た
文
章
と
比
較
さ
れ
た
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
そ
の
覚
え
書Per la interpretazione e la critica 

di alcuni concetti del M
arxism

o; M
em

oria lette all´ Accadem
ia Pontaniana , N

apoli, 1897.

の
一

二
頁
の
注
で
こ
の

後
の
文
章
を
撤
回
し
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
注
は
、
こ
の
覚
え

書
を
再
録
し
て
い
るM

at. stor. e econ. M
arxista

で
は
、
な
ぜ
か
分
か
ら
な
い
が
、
再
録
さ
れ
な
か
っ
た
。 

著
者
は
言
う
。｢Faccio am

m
enda di un errore

… 
私
は
ア
カ
デ
ミ
ー
で
読
み
上
げ
た
先
の
覚
え
書Sulla 

concezione m
at. della stor

…
に
お
い
て
私
が
陥
っ
た
誤
り
を
認
め
て
許
し
を
乞
い
た
い
。
剰
余
価
値
は
純
粋
に

．
．
．

経
済
学
的
な
概
念
で
は
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
と
正
し
く
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
を
道
徳
的

．
．
．
概
念
と
し
て
不
正
確
に
定
義
し

た
。
私
は
今
と
同
じ
く
、
純
粋
経
済
学
で
は
な
く
、
経
済
社
会
学
あ
る
い
は
応
用
経
済
学
の
、
差
異
の
概
念

．
．
．
．
．
に
つ
い

て
述
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
道
徳
は
、
マ
ル
ク
ス
の
す
べ
て
の
研
究
に
お
い
て
何
の
働
き
も
し
て
い
な
い
の
と
同
じ

く
、
こ
の
場
合
も
何
の
働
き
も
し
て
い
な
い
。｣ 

ベ
ネ
デ
ィ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
そ
の

初
の
見
解
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ち
が
っ
た
。

初
の
見
解
は

こ
の
第
二
の
見
解
よ
り
も
は
る
か
に
現
実
に
接
近
し
て
い
た
。
こ
れ
は
剰
余
価
値
の
概
念
が
道
徳
概
念
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
同
じ
く
剰
余
価
値
が
純
粋
経
済
学
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
経
済
社
会
学

の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
さ
え
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
種
の
倫
理
的
理
念
の
影
響
の
下
に
創
り
出
さ
れ
た
闘
争

の
武
器
で
あ
る
。
我
々
が
本
書
第
一
巻
の(

■
原
文p.335

■)

で
引
用
し
た
文
章
に
お
け
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
貢
績
は

ま
さ
に
こ
の
倫
理
的
理
念
の
影
響
を
認
識
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
彼
は
本
書
第
二
巻
の(

■
原
文p.81

■)

で
我
々
が
引
用
し
た
ア
ン
ト
ラ
ー
氏
の
考
え
方
に
接
近
し
て
い
た
。
我
々
に
は
ア
ン
ト
ラ
ー
氏
の
考
え
方
は
全
面
的

に
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

他
方
、
社
会
主
義
が
マ
ル
ク
ス
主
義
も
含
め
て
単
に
倫
理
的
理
念
の
影
響
の
下
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
宗
教

に
な
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
議
論
の
余
地
が
な
い
。 

社
会
主
義
者
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
ト
レ
ー
ヴ
（C

laudio Treves

）
氏
はCritica Sosiale, 16 oct. 1900

に
発
表

さ
れ
た
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
社
会
主
義
者
の
基
本
的
な
宣
伝
は
現
在
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
神
秘

的
な
一
概
念
か
ら
発
想
さ
れ
て
き
た
。
意
識
を
つ
く
る

．
．
．
．
．
．
（faire des consciences

）
と
は
、
神
聖
な
る

．
．
．
．
も
の
と
見

な
さ
る
べ
き
抽
象
的
概
念
の
総
体
に
意
識
を
結
び
つ
け
る

．
．
．
．
．
．
．
．
こ
と
と
同
義
と
思
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
抽
象
的
概
念

は
浄
化
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
一
層
聖
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
ト
レ
ー
ヴ
は
こ
の
考
え
を
非
常

に
良
識
的
な
や
り
方
で
展
開
し
た
。
例
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
あ
る
会
議
で
金
持
ち
と
貧
乏
人
と

の
あ
い
だ
の
好
都
合
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
存
在
し
、
新
し
い
社
会
に
お
け
る
よ
り
幸
福
な
体
制
に
つ
い
て
の
輝
か
し

い
展
望
が
素
早
く
提
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
村
全
体
を
熱
狂
状
態
に
ま
で
興
奮
さ
せ
る
に
十
分
で

あ
る
。
そ
し
て
五
〇
〇
人
か
ら
な
る
社
会
主
義
者
の
サ
ー
ク
ル
が
生
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
奇
跡
を
分
析
す
れ
ば
次

の
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
会
議
は
こ
の
社
会
主
義
サ
ー
ク
ル
の
人
々
の
脳
の
中
に
た

（
１
） M

anifeste des com
m

unistes. 
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だ
一
つ
で
も
新
し
い
観
念
を
つ
け
加
え
た
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
間
に
普
及
し
て
い
た
感
情
に
イ
メ
ー
ジ
の
形
で
新

し
い
表
現
を
与
え
、
こ
の
感
情
を
、
外
見
上
は
政
治
的
な
、
し
か
し
現
実
に
は
宗
教
的
な

．
．
．
．
一
組
織
の
中
に
取
り
集
め

た
の
で
あ
る
。
」
（
強
調
は
ト
レ
ー
ヴ
）
諸
事
実
を
研
究
す
れ
ば
、
真
実
は
つ
ね
に
、
多
少
は
あ
れ
、
現
わ
れ
出
る
も

の
で
あ
る
。 

 

三
。
正
義
は
社
会
の
存
続
と
繁
栄
を

も
よ
く
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
正
し
い
と
す
る

幾
人
か
の
論
者
が
い
る
が
（
１
）
、
正
義
の
理
念
か
ら
社
会
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
を
引
き
出
し
う
る
と
主
張

す
る
こ
と
は
、
循
環
論
法
に
陥
ら
ず
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

既
に
何
度
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
的
効
用
の

大
値
の
問
題
は
質
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
量
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
し
あ
る
原
理
Ａ
が
一
社
会
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
な
ら
ば
、
経
験
が
、

単
に
Ａ
を
擁
護
す
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
Ａ
の
行
き
過
ぎ
を
抑
え
る
た
め
に
も
、
一
定
の
倫
理
的
規
則
を

少
し
ず
つ
確
立
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
結
果
す
る
。
私
的
所
有
が
支
配
し
て
い
る
一
社
会
に

お
い
て
我
々
は
、
こ
の
所
有
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
倫
理
規
則
ば
か
り
で
な
く
、
と
り
わ
け
そ
の
濫

用
を
禁
ず
る
規
則
も
ま
た
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
汝
の
隣
人
を
汝
自
身
の
如
く
愛
せ
よ
、
は
利
己
主
義
の
過

剰
の
恐
れ
の
あ
る
人
々
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
一
規
則
で
あ
り
、
愛
他
主
義
の
過
剰
の
欠
点
が
あ
る
人
々

に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
汝
を
、
汝
自
身
を
、
汝
の
隣
人
の
如
く
愛
せ
よ
、

と
。
我
々
の
国
々
に
お
い
て
違
反
に
対
す
る
処
罰
が
残
酷
で
野
蛮
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
は
、
囚
人
を
訪
れ
救

出
す
る
こ
と
は
、
道
徳
と
宗
教
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
た
慈
善
で
あ
っ
た
。
外
国
人
が
神
の
庇
護
の
下
に
置

支
配
階
級
の
存
在
が
道
徳
及
び
法
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
に
は
、
ほ
と
ん
ど

つ
ね
に
、
関
心
は
こ
の
支
配
階
級
に
有
利
な
措
置
規
定
に
も
っ
ぱ
ら
注
が
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
こ
の

影
響
は
逆
の
結
果
に
帰
着
し
う
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
倫
理
規
則

の
い
ま
一
つ
別
の
源
泉
で
あ
る
。 

（
１
） 

Ｒ
・
フ
ォ
ン
・
エ
ー
リ
ン
ク(R

. von Jehring)

の
『
法
に
お
け
る
目
的
』(Zw

eck im
 Recht)

の
中
に
類
似
の
考

え
方
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
考
え
方
は
不
幸
に
し
て
不
十
分
な
形
而
上
学
的
展
開
と
曖
昧
で
具
体
的
現
実
性

の
な
い
提
案
と
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
正
義
と
は
万
人
に
好
都
合
で
、
万
人
の
生
存
を
保
証
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
、
と
我
々
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
正
義
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
正
確

な
こ
と
は
何
も
意
味
せ
ず
、
私
的
所
有
体
制
も
共
産
主
義
も
と
も
に
全
く
同
じ
よ
う
に
正
当
化
す
る
。
さ
ら
に
正
義

と
は
平
等
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
我
々
に
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
前
提
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
結

局
の
と
こ
ろ
共
産
主
義
に
行
き
着
く
と
信
じ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
全
然
違
う
の
で
あ
る
。
外
面
的
、
機

械
的
平
等
に
つ
い
て
の
、
ま
た
内
面
的
相
対
的
平
等
に
つ
い
て
の
、
一
種
の
言
葉
の
遊
び
に
よ
っ
て
、
彼
は
社
会
的

効
用
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
る
私
的
所
有
制
度
を
擁
護
す
る
に
至
る
。 

 

偉
大
な
才
能
を
有
す
る
こ
の
著
者
の
例
は
、
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
知
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
延
々
と
し

ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
実
に
不
思
議
な
特
権
を
政
治
経
済
学
に
振
り
向
け
る
偏
見
に
、
譲
歩
す
る
危
険
を
見

さ
せ
て
く
れ
る
。
エ
ー
リ
ン
ク
が
ロ
ー
マ
法
に
た
ず
さ
わ
る
と
き
、
彼
が
論
ず
る
の
は
彼
が
徹
底
的
に
と
こ
と
ん
知

っ
て
い
る
事
柄
で
あ
り
、
人
は
彼
の
巧
妙
で
も
あ
り
深
く
も
あ
る
概
念
構
成
を
賞
讃
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
が
経

済
学
的
問
題
に
か
か
わ
る
と
き
に
は
、
彼
は
彼
が
曖
昧
に
し
か
知
ら
な
い
事
柄
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

彼
の
見
解
は
、
で
た
ら
め
に
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
人
の
見
解
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
が

な
い
。 
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倫
理
規
則
が
た
び
た
び
示
す
曖
昧
で
流
動
的
な
部
分
は
、
倫
理
規
則
が
時
々
蒙
る
こ
の
よ
う
な
逆
方
向

の
刻
印
作
用
に
由
来
す
る
。
同
様
に
久
し
い
以
前
か
ら
、
全
く
逆
方
向
の
見
方
を
表
現
す
る
庶
民
的
な
諺

が
存
在
し
て
い
る
。
諺
が
「
国
民
の
知
恵
」
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
総
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
一
方
向
の
意
味
に
お
い
て
も
逆
の
方
向
の
意
味
に
お
い
て
も
過
度
に
陥
る
こ

と
の
な
い
一
概
念
を
、
対
照
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
複
数
の
視
点
の
い
ず
れ

を
も
排
除
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
Ｂ
が
Ａ
と
は
逆
方
向
の
原
理
で
あ
る
と
し

て
、
Ａ
が
支
配
し
て
い
る
社
会
に
お
け
る
倫
理
規
則
は
、
Ａ
の
厳
し
さ
を
緩
和
す
る
使
命
を
負
う
て
お
り
、

そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
Ｂ
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
。
改
革
者
た
ち
が
Ａ
に
Ｂ
を
代
置
す
る
必
要
性
を

結
論
す
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
着
想
を
得
る
の
は
実
に
こ
う
し
た
倫
理
規
則
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
や

り
方
が
た
だ
ち
に
逆
の
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
考
え
も
し
な
い
。
実
際
、
Ｂ
が
支

配
す
る
こ
と
に
な
る
社
会
に
お
い
て
は
Ｂ
の
厳
し
さ
を
緩
和
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
、
し
た
が
っ
て
Ａ
に

好
意
的
な
倫
理
規
則
が
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
は
Ｂ
に
Ａ
を
代
置
す
る
必

要
性
を
結
論
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
論
証
は
、
Ａ
に
Ｂ
を
代
置
す
る
必
要
性
を
結
論
す
る
論
証

と
価
値
の
上
で
は
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
こ
で
先
に
述
べ
た
よ
う
に
形
而
上
学
的
観
点
に
限
定
し
て
考
え
て
見
れ
ば
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
、
ロ
ー
ド

ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
マ
ル
ロ
ー(W

inkelblech)

、
等
は
共
通
の
一
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
は
見
す
ご
さ
れ
て
き
た
が
本
来
は
労
働
者
階
級
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
彼
ら
が
主
張
す
る
、

い
く
つ
か
の
権
利
を
要
求
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
と
り
わ
け
私
的
所
有
の
権
利
、
よ

り
正
確
に
は
あ
る
種
の
私
的
所
有
の
権
利
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
種
の
人
々

は
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
い
く
つ
か
の
も
の
を
横
取
り
し
て
き
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
う
し
た
も
の
を
自
分
た

ち
の
思
い
の
ま
ま
に
保
持
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
主
張
要
求
に
有
利
な
実
定
法
を
完
全
に
つ
く
り
上
げ
、

別
の
論
者
が
付
言
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
彼
ら
専
用
の
道
徳
と
宗
教
を
も
同
じ
よ
う
に
つ
く
り

上
げ
た
。
別
の
人
々
は
横
取
り
さ
れ
た
も
の
を
要
求
し
て
い
る
。
実
際
、
問
題
な
の
は
あ
る
種
の
訴
訟
で

あ
る
。
不
動
産
の
所
有
を
享
受
し
て
い
る
あ
る
個
人
と
そ
れ
の
所
有
権
を
要
求
す
る
別
の
個
人
と
の
あ
い

だ
に
起
り
う
る
も
の
に
全
く
類
似
的
な
一
訴
訟
で
あ
る
。 

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
暴
力
が
支
配
す
る
社
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
我
々
の
現
在
の
道
徳
は
、

「
ゼ
ウ
ス
は
客
人
の
復
讐
者
で
あ
る
（
１
）
」
に
該
当
す
る
格
率
を
も
た
な
い
。
我
々
に
は
も
は
や
そ
れ
が
必

要
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

か
く
し
て
資
本
家
と
労
働
者
は
一
法
廷
の
前
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
廷
は
彼
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
主
張
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
裁
判
官
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
法
規
を
適
用
す
る

の
か
。
彼
ら
は
実
定
法
規
に
頼
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
法
規
は
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
自
ら

の
た
め
に
つ
く
っ
た
党
派
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
実
定
法
に

優
位
す
る
法
規
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
） O

dyss., IX, 270. 

乞
食
も
（
■
ギ
リ
シ
ア
語
一
語
■
）
同
じ
く
ゼ
ウ
ス
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
（O

dyss. V
I, 

207-208

）。
「
な
ぜ
な
ら
外
国
人
と
乞
食
は
す
べ
て
ゼ
ウ
ス
の
側
か
ら
来
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
「
哀
願

す
る
人
々
や
乞
食
を
虐
待
す
る
」
人
間
に
対
し
て
災
難
を
予
言
し
て
い
る
（O

p. et dies, 327

）
。
こ
の
よ
う
な
格

率
は
貧
乏
人
と
外
国
人
が
支
配
者
で
あ
っ
た
社
会
に
生
れ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
は
逆
で
あ
る
。 

  

そ
の
よ
う
な
優
越
的
法
規
を
社
会
に
存
在
す
る
宗
教
あ
る
い
は
道
徳
か
ら
引
き
出
そ
う
と
試
み
る
こ
と
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こ
れ
は
人
間
精
神
の
通
常
の
歩
み
で
あ
る
。
一
方
向
へ
の
誇
張
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
反
対
方
向
へ

の
誇
張
を
呼
び
寄
せ
る
。
一
方
の
論
者
が
権
利
の
概
念
を
そ
れ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
問
題
を
解
く
た
め

に
使
お
う
と
す
る
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
論
者
は
逆
の
行
き
過
ぎ
を
犯
し
、
こ
の
権
利
の
概
念
に
つ
い

て
そ
の
現
実
性
を
全
く
否
定
す
る
。
あ
る
種
の
経
済
学
者
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
時
代
を
問
わ
ず
適
用

可
能
な
少
数
の
規
範
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
問
題
を
解
決
し
う
る
と
主
張
す
る
。
す
る
と
、
反
作
用
に

よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
派
が
経
済
法
則
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
。
照
明
派
の
信
奉
者
た
ち
は
人．

類
教
．
．
の
女
神
を
つ
く
り
出
し
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
彼
自
身
．
．
の
神
を
つ
く
り
出
す
。
た
し
か

に
善
意
で
は
あ
る
が
そ
の
熱
情
が
多
分
や
や
過
度
に
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
で
あ
り
、
禁
欲
も
や
や
厳
し
す
ぎ

る
博
愛
家
は
、
人
間
が
他
の
人
間
の
た
め
に
の
み
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
の

良
の

．
．
．
分
子
が

悪
の

．
．
．

分
子
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
方
は
、

良
の

．
．
．
分
子
が
専
制

君
主
た
る
こ
と
、

悪
の

．
．
．
分
子
を
む
さ
ぼ
り
食
い
、
そ
れ
ら
が
苦
痛
に
悩
む
の
を
見
て
よ
ろ
こ
ぶ
大
型
野

獣
た
る
こ
と
を
欲
す
る
。
科
学
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
両
方
と
も
ほ
と
ん
ど
価
値
的
に

同
じ
で
あ
り
、
ゼ
ロ
か
ら
余
り
隔
っ
て
い
な
い
。 

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
高
い
と
こ
ろ
ま
で
さ
か
上
る
必
要
を
感
ず
る
論
者
も
存
在
す
る
。
彼

ら
が
我
々
の
社
会
の
宗
教
的
原
理
と
道
徳
的
原
理
を
拒
否
す
る
の
は
法
律
原
理
を
拒
否
す
る
の
と
同
じ
理

由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
に
よ
れ
ば
道
徳
も
宗
教
も
も
っ
ぱ
ら
支
配
階
級
の
利
益
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
現
在
存
在
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ

た
新
し
い
宗
教
、
新
し
い
道
徳
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
彼

ら
が
拒
否
し
た
原
理
そ
の
も
の
を
結
局
の
と
こ
ろ
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
彼
ら
は
そ
の
古
い
原
理
に

対
し
て
彼
ら
の
望
む
意
味
を
付
与
し
、
形
而
上
学
的
な
考
察
に
よ
っ
て
多
少
と
も
そ
れ
ら
の
原
理
を
歪
曲

す
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
や
り
方
で
行
け
ば
人
は
望
む
と
こ
ろ
の
こ
と
を
全
て
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
方
の
人
々
が
形
而
上
学
を
愛
他
主
義
の
た
め
に
利
用
で
き
る
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
人
々
、

例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
（J. C

aspar Schm
idt

）
の
よ
う
な
人
は
形
而
上
学
を
途
方
も
な

い
利
己
主
義
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
正
当
で
あ
る
か
不
当
で
あ
る
か
、
正
義
に

か
な
っ
て
い
る
か
不
正
義
で
あ
る
か
、
こ
ん
な
こ
と
が
私
に
と
っ
て
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
私
の
能
力
．
．

が
私
に
許
す
こ
と
を
、
誰
か
他
の
人
間
が
私
に
許
す
．
．
必
要
は
な
い
。
私
の
能
力
だ
け
が
唯
一
私
に
必
要
な

許
可
を
与
え
る
。
権
利
と
は
我
々
が
亡
霊
に
与
え
た
思
い
込
み
で
あ
る
。
力
と
は
私
自
身
、
有
能
な
私
、

能
力
の
所
持
者
と
し
て
の
私
、
で
あ
る
（
１
）
。
」 

倫
理
的
誇
張
と
そ
れ
の
惹
き
起
す
反
作
用
（
１
）

の
影
響
は
所
有
権
に
つ
い
て
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ

ー
が
言
う
こ
と
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
。「
共
産
主
義
者
は
『
土
地
は
そ
れ
を
耕
す
者
に
属
し
、
そ
の
産
物

は
そ
れ
を
生
み
出
す
者
に
属
す
る
』
と
い
う
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
。
私
は
土
地
は
そ
れ
を
自
分
の
も
の

に
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
奪
わ
れ
る
に
ま
か
せ
な
い
者
に
属
す
る
と
考
え
る
。
も
し

彼
が
土
地
を
略
奪
し
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
土
地
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に

そ
れ
に
対
す
る
占
有
（possession

）
の
権
利
を
も
持
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
利
己
主
義
的
権
利

．
．
．
．
．
．
．
で
あ
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
得
る
。
『
我
欲
す
。
故
に
そ
は
正
義
な
り
。
』
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

（
１
） 

L’ U
nique et sa propriété, trad. R

eclaire, p.251.

（
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』) 
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あ
る
種
の
倫
理
主
義
者
は
か
な
り
神
経
に
さ
わ
る
人
々
で
あ
り
、
不
幸
に
し
て
彼
ら
が
禁
じ
よ
う
と
欲
す
る

良

の
事
物
を
嫌
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
に
き
わ
め
て
適
し
た
人
々
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
か

ら
逃
れ
る
す
べ
は
な
い
。
彼
ら
は
到
る
所
で
獲
物
を
追
い
ま
わ
し
、
「
社
会
的
善
」
「
社
会
的
正
義
」
そ
の
他
多
数
の

「
社
会
的
」
な
に
か
の
リ
フ
レ
ー
ン
で
も
っ
て
獲
物
を
打
ち
殺
す
。
も
し
一
日
の
艱
難
辛
苦
の
後
で
貴
方
が
劇
場
へ

気
晴
ら
し
に
行
こ
う
と
思
う
と
す
る
と
、
貴
方
は
「
社
会
的
問
題
を
提
起
し
て
い
る
」
な
に
か
の
作
品
に
ぶ
つ
か
る
。

も
し
そ
の
作
品
が
現
在
ま
で
臨
床
教
育
や
解
剖
教
室
で
保
存
さ
れ
て
き
た
何
か
別
の
問
題
を
扱
っ
て
い
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
貴
方
は
自
分
の
こ
と
を
幸
福
者
と
評
価
し
て
よ
い
。
演
劇
の
検
閲
が
お
こ
が
ま
し
く
も
、
作
者
が
「
梅
毒
問

題
」
を
舞
台
に
の
せ
る
こ
と
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
障
害
を
設
け
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
社
会
的
大
司
祭
た
ち
が

す
べ
て
興
奮
し
、
我
が
哀
れ
む
べ
き
社
会
に
対
し
て
厳
し
い
非
難
を
投
げ
つ
け
る
。
も
し
貴
方
が
肉
を
食
べ
る
と
、

破
門
！
と
な
る
。
も
し
食
物
が
完
全
に
植
物
性
で
あ
れ
ば
も
っ
と
多
く
の
人
間
を
大
地
は
養
え
る
か
も
知
れ
な
い
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
し
貴
方
が
ワ
イ
ン
を
飲
め
ば
、
こ
れ
ま
た
破
門
！
で
あ
る
。
大
酒
呑
み
の
人
間
に
範
を
垂
れ

る
べ
く
、
清
潔
な
水
を
飲
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
も
し
貴
方
が
天
文
力
学
の
論
文
を
読
め
ば
、
破
門
！
で

あ
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
そ
れ
を
言
っ
た
。
人
類
教

．
．
．
（l´H

um
anité

）
に
と
っ
て
直
接
的
に
有
益
で
な
い

科
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
も
し
貴
方
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
美
術
館
を
訪
問
す
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
ト
リ
ビ
ュ
ー
ヌ

．
．
．
．
．
．(Tribune  

鑑
賞
の
た
め
の
フ
ロ
ア)

の
展
示
室
の
中
で
は
目
を
上
げ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
は
、
■Titien

（
原
文p.119

）
■
を
ほ
と
ん
ど
ま
と
っ
て
い
な
い
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な

の
で
あ
る
が
。
も
し
貴
方
が
ホ
メ
ロ
ス
、
ダ
ン
テ
、
ゲ
ー
テ
を
読
め
ば
、
破
門
！
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
「
貴

族
的
」
享
楽
で
あ
る
。
「
社
会
的
」
で
な
い
芸
術
は
す
べ
て
犯
罪
的
で
あ
る
。
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
氏
は
カ
ル
ヴ
ァ

ン
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
宗
教
を
「
貴
族
的
」
に
し
た
と
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
非
難
す
る
や
り
方
以

上
に
よ
い
方
法
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
信
奉
者
の
う
ち
一
人
と
し
て
「
ほ
う
、
そ
れ
で
」
と
答
え

る
勇
気
の
あ
る
人
間
は
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
誰
も
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
こ
の
罪
か
ら
浄
化
す
る
こ
と
し
か
思
い

つ
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
倫
理
家
諸
氏
の
お
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
、
芸
術
、
宗
教
に
お
け
る
深
く
良
質
の

も
の
は
す
べ
て
、
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
エ
リ
ー
ト
の
遺
産
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。 

「
自
然
権
」
の
擁
護
者
の
根
拠
に
乏
し
い
主
張
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
観
察
の
中
に
は
多
く
の
真
実
が

含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
根
本
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
そ
の
著
者
た
ち
は
問
題
の
も

う
一
方
の
面
を
見
な
い
。
私
的
所
有
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
と
同
じ
く
、
社
会
に
と
っ
て
有
益
で

も
あ
り
う
る
し
、
有
害
で
も
あ
り
う
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
社
会
を
構
成
す
る
個
々
人
に
と
っ

て
有
益
で
も
あ
り
う
る
し
、
有
害
で
も
あ
り
う
る
。
も
し
私
的
所
有
が
有
益
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
擁
護
す
る

た
め
の
権
利
が
恐
ら
く
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
有
害
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
禁
ず
る
権
利
が
恐

権
利
と
は
人
が
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
事
物
の
こ
と
で
あ
る
。
我
を
襲
う
虎
は
自

ら
の
権
利
の
う
ち
に
あ
り
、
虎
を
撃
ち
倒
す
私
も
等
し
く
私
の
権
利
の
う
ち
に
あ
る
。
私
が
虎
に
対
し
て

防
衛
す
る
の
は
私
の
権
利
．
．
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私．
で
あ
る
（
２
）
。
」 

（
２
） Loc. cit., p.227-228. 

（
１
） 

同
様
に
数
世
紀
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
強
迫
観
念
―
こ
れ
は
到
る
所
で
植
付
け
よ
う
と
さ
れ
た
―
は
サ
タ
ン
信
仰
を

生
み
出
し
、
貧
し
い
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
か
ら
魔
女
を
つ
く
り
出
し
た
。 

   

 

ニ
ー
チ
ェ
の
信
奉
者
の
常
軌
逸
脱
を
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
右
に
述
べ
た
こ
と
と
は
逆
方
向
の
逆
上
錯

乱
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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例
え
ば
我
々
が
、
価
値
．
．
と
何
か
別
の
も
の
と
の
あ
い
だ
の
同
等
関
係
を
確
認
し
、
価
値
現
象
を
よ
り
単

純
な
一
現
象
に
還
元
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。
も
し
我
々
が
実
験
科
学
の
道
を
た
ど
る
の

で
あ
れ
ば
、
我
々
が
ま
ず
第
一
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
価
値
．
．
と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
指
示
し

て
い
る
も
の
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
済
学
者
た
ち
が
ま
だ
不
完
全
な
分
析
に
よ
っ
て
で
は

あ
っ
た
が
使
用
価
値

．
．
．
．
と
交
換
価
値

．
．
．
．
と
を
区
別
す
る
に
至
っ
た
の
は
こ
の
予
備
的
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
後
者
、
交
換
価
値
は
結
局
の
と
こ
ろ
は
交
換
の
価
格

ト

ー

、
価
格

プ

リ

（prix

）
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
我
々
は
ま
だ
苦
労
の
終
り
に
は
来
て
い
な
い
。
我
々
は
ま
だ
あ
る
も
の
を
厳
密
に
は
定
義
し
て
い

な
か
っ
た
。
価
格
一
般
（le prix

）
は
客
観
的
存
在
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
の
は
諸
価
格

．
．
．(des prix)

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
各
契
約
ご
と
に
一
つ
の
価
格
（un prix pour chaque contrat

）
で
存
在
す
る
の
で

あ
っ
て
、
価
格
と
い
う
も
の

．
．
．
．
．
．
．
（un prix

）
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
単
純
化
の
た
め

に
我
々
は
ど
う
し
て
も
こ
の
い
ろ
い
ろ
な
価
格
に
共
通
す
る
何
か
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

例
え
ば
あ
る
一
定
の
平
均
価
格

．
．
．
．
で
あ
っ
た
り
、
正
常
価
格

．
．
．
．
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
こ
の
種
の
別
の
観
念
的
存
在

ア

ン

テ

ィ

テ

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
ら
を
完
全
に
曖
昧
さ
を
排
除
し
て
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
予
備
的
作
業
が
終
っ
た
ら
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
観
念
的
存
在
が
関
係
す
る
、
知
ら
れ
て
い
る

事
実
を
す
べ
て
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
何
ら
か
の
斉
一
性
を

 

こ
う
し
た
推
論
の
単
純
さ
は
、
そ
れ
を
行
な
う
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
必
要
と
す
る
資
料
を
す
べ
自
己
の

う
ち
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
結
果
す
る
。
彼
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
た
だ
、
あ
る
い
く
つ
か
の

言
葉
Ａ
が
彼
に
感
じ
さ
せ
る
感
情
が
、
別
の
い
く
つ
か
の
言
葉
Ｂ
が
彼
に
感
じ
さ
せ
る
感
情
と
両
立
す
る

か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
た
め
に
は
彼
の
意
識
を
さ
ぐ
っ
て
見
れ
ば
足
り
る
。

も
し
こ
れ
ら
の
感
情
の
あ
い
だ
に
一
致
が
存
在
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
事
実
を
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
同
等
性
を
主

張
し
つ
つ
、
表
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
、
二
つ
の
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
が
同
じ
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
の
で
そ
の
二
つ
の
対
象
は
等
し
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
推
論
に
携
わ
る
人
々
と
そ
れ
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
る
人
々
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
推
論
は
い
く
つ
も
の
質
を
も
つ
こ
と
、
事
実
と
経
験
と
を
出
発
点
に

す
る
推
論
よ
り
も
容
易
で
あ
り
単
純
で
あ
る
こ
と
、
完
成
度
が
高
く
何
事
も
疑
わ
し
い
ま
ま
に
は
放
置
し

な
い
よ
う
に
見
え
、
よ
り
調
和
的
な
一
全
体
を
呈
示
す
る
こ
と
、
何
で
あ
れ
こ
の
推
論
か
ら
引
き
出
し
た

い
も
の
に
こ
の
推
論
そ
の
も
の
が
よ
く
順
応
す
る
こ
と
、
論
者
た
ち
の
偏
見
や
信
仰
と
非
常
に
調
和
し
や

す
い
こ
と
、
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
推
論
は
人
間
精
神
の
次
の
よ
う
な
主

た
る
必
要
に
答
え
る
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
力
の
節
約
、
こ
れ
は
生
命
存
在
の
一
般
法
則
の
一
つ

で
あ
る
。
次
に
は
、
た
と
え
言
葉
の
上
だ
け
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
説
明
を
与
え
た
い
と
い
う
知
の
欲

求
、
与
え
ら
れ
た
解
決
に
完
全
に
依
拠
し
た
い
と
い
う
安
全
の
欲
求
、
我
々
に
と
っ
て
等
し
く
貴
重
な
諸

信
念
の
あ
い
だ
の
苦
し
い
葛
藤
を
避
け
た
い
と
い
う
欲
求
、
で
あ
る
。
そ
し
て

後
に
、
こ
う
し
た
推
論

の
形
式
は
少
し
ば
か
り
の
論
理
性
へ
の
欲
求
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
存
在
す
る
、
と
り
わ
け
知
的
思

考
を
事
と
す
る
人
々
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
。 

 

感
情
と
純
粋
に
想
像
の
産
物
の
み
か
ら
成
る
こ
う
し
た
推
論
が
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
成
功
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。 

ら
く
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
方
の
場
合
と
も
こ
の
権
利
は
何
か
現
実
的
な
あ
る
事
物
で
あ
り
、
社
会

的
繁
栄
を
保
証
す
る
諸
制
度
の
一
部
を
な
す
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
が
構
想
す
る
よ
う
な
社
会

は
ほ
ん
の
僅
か
な
時
間
で
滅
び
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
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こ
の
理
論
が
全
面
的
に
事
実
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
何
か
客
観
的
な
も
の
に
か

な
り
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
は
あ
る
。
た
だ
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
理
論
で
は
表
現

さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
こ
の
理
論
が
、
人
間
精
神
（
こ
れ
は
理
論
の
作
者
の
例
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
）

は
価
値
．
．
を
労
苦
．
．
あ
る
い
は
労
働
の
等
価
物
と
理
解
す
る
、
と
言
う
だ
け
に
と
ど
め
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の

結
論
は
実
験
科
学
の
規
則
に
反
す
る
も
の
を
何
も
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
論
か
ら
な
ら
ば
、
現
実

の
事
実
と
一
致
し
た
帰
結
を
論
理
的
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
大
部
分
の
人
は

労
働
の
果
実
で
な
い
取
得
を
す
べ
て
不
正
と
み
な
す
よ
う
に
ど
う
し
て
も
な
る
、
と
い
う
結
論
、
こ
れ
は

現
実
に
存
在
す
る
一
感
情
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
で
も
社
会
組
織
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し

て
き
た
感
情
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
売
却
価
格
が
、
あ
る
い
は
あ
る
平
均
価
格
で
さ
え
、
売
却
さ
れ
る
対

象
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
量

．
．
．（
１
）
に
比
例
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
な

ら
ば
全
く
の
誤
謬
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
貴
方
が
あ
る
写
真
の
上
の
人
物
の
身
長
を
測
る
と
し
た
場
合
に
、

そ
の
人
物
の
写
像
．
．
の
高
さ
は
何
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
に
は
事
実
と
一
致
し
な
い
も
の

は
な
に
も
な
い
。
誤
謬
が
始
ま
る
の
は
、
写
像
に
つ
い
て
の
み
真
実
で
あ
る
も
の
を
現
実
の
人
間
に
ま
で

拡
大
し
よ
う
と
す
る
点
か
ら
で
あ
る
。 

 

い
ま
や
我
々
の
理
論
は
出
来
上
っ
た
。
そ
れ
は
我
々
の
注
意
力
を
少
々
消
費
し
た
だ
け
で
あ
る
。
我
々

は
こ
の
理
論
を
す
べ
て
我
々
自
身
の
在
庫
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

手
に
入
れ
る
た
め
に
い
か
な
る
労
苦
．
．
も
提
供
し
な
く
て
よ
い
一
対
象
は
私
に
と
っ
て
価
値
．
．
を
有
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
否
で
あ
る
。
も
し
あ
る
対
象
が
別
の
あ
る
対
象
よ
り
も
多
く
の
価
値
．
．
を
私
に
と
っ

て
有
す
る
な
ら
ば
、
後
者
を
手
に
入
れ
る
た
め
よ
り
も
前
者
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
多
く
の
労
苦
．
．
を
私
は

払
う
で
あ
ろ
う
か
。
然
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
価
値
．
．
は
労
苦
．
．
に
比
例
す
る
、
あ
る
い
は
価
値
．
．
と
は

労
苦
．
．
に
他
な
ら
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
労
苦
．
．
は
も
っ
と
容
易
に
評
価
し
う

る
別
の
何
か
あ
る
も
の
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
あ
ら
た
め
て
我
々
の
感
情
に
尋
ね
て
み
よ
う
。

何
か
を
つ
く
る
た
め
に
自
ら
に
労
苦
．
．
を
課
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
労
働
．
．
で
あ
る
。
そ
れ
は
節
約
．
．
で
も
あ
る
と

言
う
人
々
が
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
こ
の
よ
う
に
言
葉
の
意
味
を
歪

め
こ
じ
つ
け
る
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
自
ら
の
財
産
を
浪
費
し
な
い
よ

う
に
自
ら
に
労
苦
．
．
を
課
す
る
。
何
た
る
表
現
か
！
そ
れ
ゆ
え
論
理
的
に
、
価
値
．
．
と
は
単
純
に
労
働
．
．
で
あ
る
、

あ
る
い
は
価
値
．
．
は
労
働
．
．
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
、
と
結
論
し
よ
う
。 

 

こ
の
道
は
長
く
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
感
情
に
訴
え
る
道
は
何
と
短
く
単
純
で
あ
る

こ
と
か
。
ま
ず
第
一
に
我
々
が
価
値
．
．
と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
理
解
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
定
義
す
る

こ
と
は
無
用
で
あ
る
。
術
語
が
何
で
あ
れ
そ
れ
は
我
々
の
中
に
い
く
つ
か
の
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
し

て
こ
の
感
情
に
基
づ
い
て
我
々
は
推
論
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
あ
る
堅
固
な
基
礎

を
も
つ
た
め
の
長
期
に
亘
る
研
究
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
労
苦
と
い
う
術
語
が
我
々
の
中

に
惹
き
起
す
感
情
に
注
目
し
、
そ
の
感
情
が
、
価
値
．
．
と
い
う
術
語
が
惹
き
起
す
感
情
と
何
ら
か
の
関
連
を

も
つ
か
ど
う
か
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
書
斎
か
ら
出
る
必
要
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
の
感
情

の
重
さ
を
測
る
た
め
に
我
々
自
身
の
う
ち
に
秤
を
も
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
容
易
に
あ
る

種
の
同
等
性

エ

ガ

リ

テ

が
存
在
す
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。 

示
す
か
ど
う
か
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
斉
一
性
が
存
在
す
れ
ば
そ

れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
よ
り
単
純
な
別
の
事
実
と
関
連
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。 
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諸
感
情
の
あ
い
だ
の
関
係
に
基
づ
く
推
論
論
証
の
確
実
性
は
少
な
く
と
も
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
幻
想

で
は
な
い
。
あ
る
人
間
が
彼
自
身
の
感
覚
の
う
ち
の
二
つ
に
つ
い
て
そ
の
同
等
性
を
主
張
す
る
と
き
、
彼

は
彼
に
と
っ
て
は
完
全
に
確
実
な
一
命
題
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
価
値
に
つ
い
て
の
あ
る
客
観
的

な
一
理
論
は
つ
ね
に
い
く
つ
か
の
疑
わ
し
い
点
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
人
物
が
価
値
．
．
と
い
う
術
語
と

労
苦
．
．
と
い
う
術
語
と
は
彼
に
対
し
て
同
等
等
価
の
印
象
を
与
え
る
と
感
じ
る
と
き
、
彼
は
い
か
な
る
疑
問

を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
同
種
の
似
た
よ
う
な
諸
理
論
も
つ
ね
に
完
全
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
ら
は
、
理
論
の
作
者
が
自
由
に
し
う
る
資
料
を
す
べ
て
使
い
尽
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観
的
な

関
係
が
問
題
で
あ
る
と
き
に
は
、
絶
え
ず
、
そ
れ
は
明
瞭
で
な
い
、
■non liquet

（
原
文p.124

）
■ 

、

を
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
あ
る
精
神
状
態
と
別
の
精
神
状
態
と
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
は

つ
ね
に
容
易
で
あ
る
。
古
代
の
哲
学
者
た
ち
は
、
近
代
科
学
が
そ
の
巨
大
な
進
歩
の
後
で
も
ま
だ
知
ら
な

い
こ
と
を
大
量
に
知
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
説
明
に
窮
し
て
は
た
と
言
葉
に
つ
ま
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。
な
ぜ
油
は
ワ
イ
ン
よ
り
も
凍
り
や
す
い
の
か
。
ゲ
リ
ウ
ス
（G

ellius

）
は
こ
の
問
題
に
答
え

る
の
に
何
の
困
難
も
感
じ
な
い
。
「
私
は
ワ
イ
ン
は
自
体
の
う
ち
に
熱
と
よ
り
多
く
の
火
の
原
理
を
も
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
凍
る
の
が
遅
い
の
だ
と
考
え
る
、
―
と
彼
は
言
う
―
。
ま
さ
に
こ
の
原
理
に
よ
る

の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
々
が
考
え
る
よ
う
に
、
そ
の
色
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
ホ
メ
ロ
ス
は
し
か
る
に
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
（
■
ギ
リ
シ
ア
語
二
語
■
）（
１
）

言
っ
た
（
ワ
イ
ン
は
火
の
色
を
映
し
て
い
る
）
。
化
学
や

物
理
学
の
あ
ら
ゆ
る
進
歩
を
経
過
し
た
二
〇
世
紀
の
始
め
の
現
在
、
我
々
は
ま
だ
ゲ
リ
ウ
ス
の
立
て
た
問

題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
液
体
の
凍
結
点
は
沸
騰
点
と
同
様
に
、
依
然
と
し
て
他
の
よ
り
単
純
な

事
実
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
特
徴
的
な
一
属
性
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
２
）
。
同
様
に
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー

も
、
客
観
的
科
学
で
あ
れ
ば
多
分
幾
世
紀
か
た
っ
て
も
ま
だ
解
決
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
多
く
の
経
済
的
、

社
会
的
問
題
を
い
と
も
簡
単
に
解
決
す
る
。 

 
 学

の
な
か
で
は
ま
だ
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
実
験
科
学
で
は
絶
対
的
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
説
明
が
純
粋
に
言
葉
の
上
で
だ
け
で
あ
る
の
は
、
客
観
的
説
明
と
し
て
み
た
場
合
の
み
で
あ
っ
て
、
主

観
的
説
明
と
し
て
は
、
こ
の
説
明
は
現
実
的
な
一
事
実
を
表
現
し
て
い
る
。
ワ
イ
ン

．
．
．
と
い
う
言
葉
と
熱．
と

い
う
言
葉
は
ゲ
リ
ウ
ス
の
精
神
の
上
に
何
か
共
通
の
も
の
を
も
つ
印
象
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
同

様
に
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
命
題
も
主
観
的
に
は
真
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ

ー
が
感
じ
た
い
く
つ
か
の
印
象
の
間
の
関
係
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。 

（
２
） 

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
特
徴
的
な
一
属
性
が
他
の
諸
事
実
と
関
連
さ
せ
ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。 

（
１
） G

ellius, 

■XV
II, 8. 

（
１
） 
我
々
は
こ
こ
で
は
こ
の
表
現
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
無
視
す
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
論
証
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る

人
々
は
こ
の
表
現
を
理
解
で
き
る
と
考
え
る
傾
向
を
も
つ
が
、
こ
の
表
現
は
現
実
に
は
、
何
ら
具
体
的
な
も
の
に
は

対
応
し
て
い
な
い
。 

   

主
観
的
論
証
は
、
そ
の
論
者
の
そ
の
他
の
信
念
と
葛
藤
に
陥
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
ま

ゲ
リ
ウ
ス
の
回
答
は
言
葉
に
よ
る
説
明
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
政
治
経
済
学
や
社
会 
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我
々
は
後
者
の
よ
う
な
主
観
的
論
証
に
説
得
さ
れ
や
す
い
人
々
の
上
に
作
用
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か

を
探
求
す
る
と
き
、
再
び
こ
う
し
た
理
由
の
一
部
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
主
観
的
論
証
に
説
得
さ

れ
や
す
い
人
間
は
科
学
的
論
証
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
に
こ
う
し
た
論
証
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
科
学
は
言
葉
で
は
な
く
、
事
物
に
も
と
づ
い
て
推
論
す

る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
厳
密
に
定
義
さ
れ
た
術
語
を
使
用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
認
め

よ
う
と
し
な
い
者
は
、
科
学
の
推
論
を
全
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
科
学
に
お
け
る
推

論
は
多
く
の
人
々
が
身
に
つ
け
て
は
い
な
い
一
定
の
準
備
を
前
提
し
て
い
る
。
ラ
ッ
サ
ー
ル
、
ロ
ー
ド
ベ

ル
ト
ゥ
ス
、
あ
る
い
は
誰
で
あ
れ
安
楽
椅
子
の
社
会
主
義
者
の
著
作
を
た
ま
た
ま
ひ
も
と
く
人
が
教
養
あ

る
人
物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
著
作
を
理
解
す
る
の
に
余
り
困
難
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
人
物
で
も
、
天
体
力
学
の
論
文
を
読
む
場
合
に
は
、
も
し
彼
が
数
学
と
力
学
を
理
解
す
る
た
め
の

き
わ
め
て
真
剣
な
勉
強
を
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
全
く
何
も
理
解
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
彼
が

昔
の
宇
宙
創
成
論
を
読
む
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
困
難
を
感
じ
な
い
で
あ

ろ
う
。H

ipparque

（
ヒ
ッ
パ
ル
コ
ス
）
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
プ
ラ
ス
、
ガ
ウ
ス
は
天
体
力
学
を
「
貴
族
的

な
」
も
の
と
し
た
。Philosophiae naturalis principia m

athem
atica, le Traité de m

ècanique 
céleste, la Theoria m

otus corporum
 coelestium

（
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
自
然
哲
学
の
数
学
的
原
理
、
天

体
運
動
論
）
を
理
解
し
楽
し
む
能
力
を
有
す
る
人
間
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
し
、
今
後
も
依
然
と
し
て

そ
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
中
等
学
校
の
全
授
業
を
受
け
た
者
は
誰
で
も
価
値
論
に
つ
い
て
論
じ
判
断
す
る
に

十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
自
ら
任
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
そ
こ
に
見
出
す
の
は
、
彼
に
と
っ
て

親
し
み
の
あ
る
言
葉
だ
け
で
あ
る
。
経
済
的
均
衡
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
た
と
え
表
面
的

な
も
の
で
あ
れ
、
経
済
的
均
衡
に
つ
い
て
の
一
定
の
観
念
を
も
つ
た
め
に
は
、
精
密
科
学
の
勉
強
に
よ
っ

さ
に

も
貴
重
で
、
こ
の
論
証
に

大
の
重
み
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
性
質
で
あ
る
。
も
し
貴
方
が
客
観
的

に
推
論
す
る
場
合
に
は
、
貴
方
は
た
え
ず
、
貴
方
が

も
大
事
に
し
て
い
る
理
論
を
ひ
っ
く
り
返
す
か
も

知
れ
な
い
何
か
不
幸
な
事
実
が
出
現
す
る
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
多
数
の
人
々
に
と
っ

て
、
こ
れ
は
ま
さ
に

も
苦
し
く
耐
え
難
い
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
こ
れ
ほ
ど
苦
し
い
混
乱
が

彼
ら
の
精
神
の
中
で
生
じ
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
あ
る
種
の
防
柵
を
よ
ろ
こ
ん
で
設
け
る
。
と
こ
ろ
で
も
し

私
が
主
観
的
に
推
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
私
の
信
念
と
一
致
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
学
説
に
対
し
て
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
一
つ
の
目
的
を
対
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
学
説
の
真
理
性
の
証

拠
は
、
私
の
感
情
と
の
一
致
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
私
の
感
情
と
衝
突
す
る
学
説
を
私
が
排

斥
す
る
の
は
正
当
な
の
で
あ
る
。
新
証
拠
な
ど
必
要
で
は
な
い
。res est audita.

（
真
実
と
は
同
意
で
あ

る
。
） こ

こ
に
そ
の
生
涯
を
労
働
者
を
防
衛
し｢
資
本
家｣

と
闘
う
こ
と
に
捧
げ
た
一
人
の
人
物
が
い
る
と
せ
よ
。

彼
は
労
働
者
に
と
っ
て
有
利
で
資
本
家
に
と
っ
て
不
利
な
価
値
．
．
に
つ
い
て
の
一
理
論
を
必
要
と
す
る
で
あ

ろ
う
。
も
し
彼
が
そ
の
よ
う
な
理
論
を
も
っ
ぱ
ら
経
験
に
依
拠
し
て
求
め
る
な
ら
ば
、
彼
は
右
の
よ
う
な

本
質
的
に
重
要
な
資
格
を
欠
き
か
ね
な
い
理
論
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
に
身
を
さ
ら
す
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
彼
が
そ
の
よ
う
な
理
論
を
主
観
的
論
証
に
依
拠
し
て
求
め
る
場
合
に

は
、
右
の
よ
う
な
資
格
を
も
た
な
い
理
論
は
す
べ
て
容
赦
な
く
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

後
に
、
人
間
は
論
理
的
能
力
を
行
使
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
感
ず
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
種
々
の
感
情
の
あ
い
だ
の
関
係
が
あ
ま
り
単
純
に
推
定
さ
れ
て
い
な
い

方
が
、
ま
た
多
少
と
も
微
妙
な
推
論
に
も
一
定
の
場
所
が
与
え
ら
れ
て
い
る
方
が
好
都
合
で
あ
る
。 
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て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
い
く
つ
か
の
概
念
を
も
つ
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
条
件
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
付

け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
種
の
科
学
分
野
で
は
見
事
な
論
証
が
で
き
る
が
、
別
の
科
学

分
野
で
は
拙
い
論
証
し
か
で
き
な
い
と
い
っ
た
人
は
き
わ
め
て
多
い
。
黙
示
録
に
つ
い
て
解
説
す
る
ニ
ュ

ー
ト
ン
の
例
は
典
型
的
で
あ
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
は
パ
リ
理
工
科
大
学
の
学
生
、
卒
業
生
の
あ
い
だ

に
き
わ
め
て
多
数
の
信
奉
者
を
も
っ
て
い
た
。

も
学
識
あ
る
人
々
で
も
、
専
門
領
域
か
ら
離
れ
る
と
き

に
は
、
し
ば
し
ば
哀
れ
を
催
す
よ
う
な
論
証
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
宗
教
的
信
念
に
引
き
ず
ら

れ
て
い
る
場
合
や
、
偏
見
に
屈
し
て
い
る
場
合
に
は
特
に
そ
う
し
た
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。 

主
観
的
論
証
よ
り
も
客
観
的
論
証
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
一
般
に
よ
り
困
難
で
あ
る
。
同
一
民
族

の
同
世
代
の
一
人
物
に
主
観
的
論
証
を
伝
達
す
る
場
合
に
は
我
々
は
ほ
と
ん
ど
何
の
困
難
も
感
じ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
我
々
の
用
い
る
言
葉
が
そ
の
人
物
に
対
し
て
我
々
に
対
し
て
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
印
象

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
世
代
が
ち
が
っ
て
も
し
ば
し
ば
同
じ
印
象
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
聖
パ
ウ
ロ
に
倣
っ
て
「
働
か
ざ
る
者
食
う
べ
か
ら
ず
」
と
繰
り
返
す

場
合
、
我
々
は
こ
の
言
葉
が
惹
き
起
す
で
あ
ろ
う
感
情
に
つ
い
て
何
の
疑
問
も
抱
か
な
い
。
し
か
し
、
も

し
我
々
が
自
由
競
争
の
状
態
は
、
企
業
家
た
ち
が
平
均
的
に
は
利
益
も
損
失
も
生
み
出
さ
な
い
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
我
々
に
と
っ
て
確
実
な
の
は
次
の
一
事
だ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
用
い
て
い
る
言
葉
は
、
我
々
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
客
観
的
現
実
と
は
異
な
る
意
味
に

お
い
て
、
大
多
数
の
人
々
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
１
）
。 

 （
１
） 

命
題
の
客
観
的
意
味
と
は
非
常
に
異
な
る
意
味
で
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
、
経
済
学
に
お
け
る
き
わ
め
て
多
数

の
命
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
に
お
い
て
我
々
は
こ
う
し
た
命
題
に
何
度
も
遭
遇
し
た
し
、
今
後
も
遭
遇

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

も
需
要
の
大
き
い
商
品
と
は

大
多
数
の
人
々
の
欲
求
を

も
良
く
満
足
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
商
品
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
感
情
に
基
づ
く
推
論
、
よ
り
正
確
に
は
擬
似
推
論
が
際
立
っ
て
も
っ
て
い
る

と
こ
ろ
の
一
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
推
論
が
昔
か
ら
広
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
は
自
然
な

こ
と
で
あ
る
。
異
常
で
本
当
に
信
じ
難
い
の
は
逆
の
推
論
で
あ
る
。
先
の
よ
う
な
推
論
は
大
多
数
の
人
々

の
手
の
届
く
範
囲
内
に
あ
る
が
、
厳
密
に
科
学
的
で
客
観
的
な
推
論
が
理
解
さ
れ
う
る
の
は
、
ま
た
特
に

評
価
さ
れ
う
る
の
は
、
全
く
僅
少
の
人
々
に
よ
っ
て
の
み
な
の
で
あ
る
。 
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人
間
社
会
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
生
存
条
件
に
適
応
し
に
く
い
分
子
を
含
ん
で
い
る
。
そ

 

一
方
で
は
社
会
は
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
諸
要
素
に
対
し
て
、

あ
る
い
は
た
だ
そ
れ
を
弱
体
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
諸
要
素
に
対
し
て
さ
え
、
自
ら
を
防
衛
す
る
。
他
方
で

は
仲
間
同
士

ア

ソ

シ

エ

で
は
相
互
に
援
助
を
提
供
し
あ
い
、
彼
ら
の
う
ち
で
金
に
困
っ
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
何
ら

か
の
危
険
に
身
を
曝
し
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
救
お
う
と
し
、
強
く
幸
福
な
人
間
は
弱
く
不
幸
な
人

間
に
対
し
て
多
少
と
も
自
発
的
に
何
か
自
分
の
も
の
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
前
者
は
正
義
．
．
と
名
付
け
ら
れ

て
い
る
感
情
に
関
連
し
て
お
り
、
後
者
は
哀
れ
み

．
．
．
あ
る
い
は
人
間
性

．
．
．
と
呼
ば
れ
る
感
情
と
関
連
し
て
い
る
。 

 

ど
ん
な
社
会
に
も
二
つ
の
原
理
が
作
用
し
て
い
る
。
社
会
的
防
衛
の
原
理
と
援
助
の
原
理
で
あ
る
。
こ

の
原
理
．
．
と
い
う
用
語
を
採
用
す
る
の
は
、
た
だ
一
定
数
の
事
実
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
示
す

る
た
め
で
あ
る
。 

 

そ
の
人
物
に
対
し
て
は
い
か
な
る
位
置
も
有
効
に
は
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
が
存
在

す
る
の
み
な
ら
ず
、
社
会
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
一
般
に
人
類
に
と
っ
て
決
定
的
に
有
害
で
危
険
で
あ
り

う
る
よ
う
な
人
間
も
存
在
す
る
。
同
様
な
事
態
が
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
屑
の
よ
う
な
存
在
が
淘
汰
さ
れ
、
種
が
保
存
さ
れ
る
の
は
選
択
の
お
か
げ
な
の
で
あ
る
。 

 

我
々
は
す
で
に
人
間
の
選
択
に
つ
い
て
述
べ
た
。
人
々
が
各
位
置
に

適
の
人
間
を
配
置
す
べ
く
努
力

す
る
の
は
、
人
間
の
選
択
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
の
う
ち
一
方
が
極
端
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
他
方
は
も
は
や
作
用
し
な
い
社
会
は
、

辛
う
じ
て
存
続
し
う
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
す
で
に
見
た
そ
の
他
の
多
数
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
こ

の
場
合
も
、
社
会
に
と
っ
て
の

大
効
用
の
問
題
は
、
量
の
問
題
で
あ
っ
て
質
の
問
題
で
は
な
い
。 

 

形
而
上
学
的
、
宗
教
的
な
ら
び
に
科
学
的
な
、
混
合
体
系
の
検
討
に
取
り
か
か
る
前
に
、
二
つ
の
問
題
、

人
間
の
選
択
の
問
題
お
よ
び
富
の
分
配
の
問
題
を
一
般
的
に
研
究
す
る
の
が
当
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

第
九
章
の
二 

 

選
択
と
分
配 

の
中
に
は
二
つ
の
傾
向
が
存
在
す
る
、
正
義
の
感
情
と
憐
憫
の
感
情
に
対
応
す
る
二
つ
の
傾
向
―
不
適
応
分
子
を
除
去
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
―
劣
等
分
子
の
除
去
―
選
抜
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
直
接
的
選
抜
は
不
可
能
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
あ
る
―
間
接
的
選
抜
―
古
代
刑
罰
法
規
―
種
族
に
と
っ
て
は
、
有
害
な
影
響
に
抵
抗
す
る
固
有
の
資
質
を
獲
得

す
る
方
が
、
そ
う
し
た
影
響
を
人
為
的
に
回
避
す
る
よ
り
も
よ
い
―
階
級
に
よ
っ
て
異
な
る
出
生
率
と
死
亡
率
の
、
選
抜
と

の
関
係
―
不
適
応
者
が
害
を
与
え
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
方
法
―
こ
の
問
題
に
つ
い
て
人
々
が
抱
く
幻
想
―
人
道
主
義
的
な

感
情
の
欠
如
は
そ
の
過
剰
と
同
じ
く
ら
い
有
害
で
あ
ろ
う
―
選
抜
の
問
題
は
現
実
に
は
い
か
に
措
定
さ
れ
る
か
―
心
情
的

解
決
―
フ
ー
リ
エ
は
不
適
応
者
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
―
他
の
改
革
者
の
大
多
数
は
不
適
応
者
を
正
常
の
状
態
に
戻
す
こ

と
を
希
望
す
る
―
こ
れ
ら
改
革
者
た
ち
の
教
義
の
公
教
的
観
点
と
秘
教
的
観
点
―
種
畜
の
選
抜
―
動
物
の
繁
殖
に
向
け
ら

れ
た
配
慮
と
、
人
間
の
再
生
産
の
場
合
に
生
じ
た
不
注
意
と
の
、
太
古
か
ら
の
比
較
―
種
畜
の
選
抜
の
た
め
の
計
画
―

O
neida

の
経
験
―
外
的
強
制
的
方
法
の
無
効
果
性
―
た
だ
、
道
徳
的
感
情
の
発
展
は
効
果
的
で
あ
る
―
進
化
が
到
達
し
た

富
の
配
分
様
式
―
改
革
者
た
ち
の
教
義
を
科
学
的
に
す
る
条
件
―
生
産
と
釣
り
合
っ
た
配
分
―
配
分
の
公
式
―
曖
昧
か
つ

心
情
的
な
公
式
―
欲
求
．
．
と
功
績
．
．
―
こ
れ
ら
の
公
式
は
配
分
の
主
要
問
題
を
解
決
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
―
―

サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
公
式 

選
択
は
二
重
の
目
的
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
各
人
を

大
の
適
所
に
置
き
、
能
力
に
乏
し
い
者
を
排
除
す
る
こ
と
―
社
会 
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人
間
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
直
接
的
選
択
に
訴
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
行
に

移
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
必
然
的
に
不
完
全
で
あ
り
、
恐
ろ
し
い
濫
用
が
結
果
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ

の
よ
う
な
方
法
は
愛
他
主
義
と
憐
愍
の
情
を
余
り
に
損
な
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し

た
感
情
は
社
会
が
存
続
し
繁
栄
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
。
空
想
家
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
選
択
に
は
ほ
と
ん
ど
心
を
動
か
さ
な
い
。
こ
れ
は
彼
ら
が
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
「
人
道
主
義
的
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
選
択
を
専
ら
に
考
察
す
れ
ば
、

現
実
と
も
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
関
係
の
な
い
、
純
粋
の
ロ
マ
ン
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
直
接
的
除
去
は
別
に
し
て
、
人
々
は
劣
等
分
子
が
生
れ
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
の
、

言
い
換
え
れ
ば
種
を
完
成
す
る
た
め
の
計
画
を
多
数
提
案
し
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
我
々
は
既
に
述

べ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
間
接
的
除
去
の
方
法
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
方
法
は
一
般
に
学
問

的
体
系
の
中
に
位
置
を
占
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
方
法
は
経
験
お
よ
び
論
証
に
訴
え

る
か
ら
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
そ
れ
ら
に
訴
え
よ
う
と
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。

も
独
創
的
な

も
の
の
一
つ
は
Ｗ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
（
１
）

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
「
劣
化
地
帯
」（régions de 

corruption

）
を
設
立
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
「
劣
化
地
帯
」
に
は
欠
陥
分
子
が
集
中
的
に
集

め
ら
れ
、
彼
ら
は
速
か
に
彼
ら
自
身
の
過
剰
の
犠
牲
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
バ
ッ
カ
ス
と
ビ
ー
ナ
ス

の
殿
堂
、
賭
博
場
、
演
芸
カ
フ
ェ
、
ポ
ル
ノ
文
学
が
繁
栄
を
極
め
る
。
安
価
な
ア
ル
コ
ー
ル
醸
造
業
者
は

割
の
合
わ
な
い
仕
事
を
し
っ
か
り
と
営
む
。
な
ぜ
な
ら
『
合
理
的
選
択
主
義
』
党
の
金
持
ち
た
ち
は
、
人

類
の
利
益
の
た
め
に
自
分
た
ち
の
余
剰
の
一
部
を
酔
い
ど
れ
た
ち
の
喉
ご
し
に
流
し
込
む
こ
と
を
決
心
し

て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
悪
徳
の
天
国
は
、
悪
徳
分
子
を
お
び
き
寄
せ
る
の
に
適
し
た
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
魅
力
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
芸
術
家
た
ち
が
芸
術
都
市
に
集
中
し
、
商
人
た
ち

が
大
き
な
商
業
集
積
地
に
集
中
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
放
蕩
者
た
ち
は
歓
楽
の
悪
所
に
集
中
し
、
そ
こ

で
朽
ち
果
て
て
い
く
。
」 

御
覧
の
よ
う
に
我
々
は
信
じ
ら
れ
ぬ
よ
う
な
話
の
な
か
に
い
る
。
著
者
は
問
題

の
一
面
の
み
を
見
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
。
彼
は
そ
の
計
画
の
諸
帰
結
に
つ
い
て
は

し
て
こ
の
よ
う
な
分
子
の
活
動
が
一
定
の
限
界
内
に
抑
制
さ
れ
て
な
い
場
合
に
は
社
会
は
滅
び
る
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
危
険
に
対
処
す
る
に
際
し
て
は
、
三
つ
の
方
法
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
効
果
の
順
に

並
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
一
．
不
適
応
分
子
を
除
去
す
る
。
二
．
不
適
応
分
子
に
対
し
て
、
彼
ら

の
行
動
の
結
果
の
恐
怖
を
教
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
行
動
の
自
由
を
剥
奪
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
（
１
）
、
あ
る
い
は
一
時
的
な
い
し
は

終
的
に
彼
ら
を
社
会
か
ら
切
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
ら
の
加
害
作
用
を
阻
止
す
る
。
三
．
彼
ら
を
更
生
さ
せ
、
彼
ら
の
性
質
を
変
え
る
。
こ
の
順
序
は
、
不

適
応
分
子
が
通
常
の
タ
イ
プ
に
接
近
す
る
度
合
い
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
方
法
の
適
用
可
能
対
象
を
分
類
す

る
際
に
得
ら
れ
る
順
序
と
、
同
じ
で
あ
る
。
第
三
の
方
法
が
適
用
さ
れ
う
る
の
は
逸
脱
の
度
合
が

小
の

場
合
の
み
で
あ
り
、
第
二
の
方
法
が
有
効
な
の
は
少
し
く
重
大
な
逸
脱
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の

逸
脱
に
つ
い
て
は
第
一
の
方
法
の
適
用
の
み
が
成
功
の
可
能
性
を
有
す
る
。 

有
効
性
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
は
な
い
。
こ
の
方
法
は
劣
等
分
子
を
駆
除
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の

点
が
さ
ら
に
一
層
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
適
時
に
用
い
ら
れ
れ
ば
、
劣
等
分
子
が
後
代
に
お
い
て
再
生
産

さ
れ
る
こ
と
を
も
防
止
す
る
。 

 

（
１
） 

第
九
章
、
後
述
の
生
殖
規
制
の
箇
所
を
参
照
。 

 

劣
等
分
子
の
除
去
は
飼
育
家
や
栽
培
家
に
よ
っ
て
大
規
模
に
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
の 
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オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
と
ラ
プ
ー
ジ
ュ(Lapouge)

は
、
一
般
に
極
め
て
厳
格
で
あ
っ
た
古
代
刑
法
は
選

択
の
た
め
の
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。「
昔
の
ド
ラ
コ
ニ
ア
ン
の
刑
罰
を
叙
述
す
る
だ
け

で
も
―
と
ア
モ
ン
（
１
） 

は
言
う
―
恐
怖
の
感
情
を
抱
か
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
ド
ラ
コ
ニ
ア
ン
の
刑
罰
が
、

犯
人
を
抹
殺
す
る
場
合
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
長
期
間
の
拘
留
に
よ
っ
て
生
殖
の
可
能
性
を
奪
う
場
合
で
あ

れ
、
大
抵
の
場
合
そ
の
目
的
を
徹
底
的
に
全
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
は
な
い
。
こ
れ
は
有

効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
軽
減
さ
れ
速
や
か
に
忘
却
さ
れ
る
刑
罰
―
受
刑
の
後
に
は
当
事
者
は
市

民
生
活
に
復
帰
し
子
供
を
つ
く
り
、
余
暇
の
大
部
分
は
選
挙
権
の
行
使
に
よ
っ
て
集
団
の
指
導
に
協
力
し

さ
え
す
る
（
２
）

―
を
も
っ
て
い
る
我
々
は
、
犯
罪
の
増
加
に
不
満
を
唱
え
る
権
利
を
も
た
な
い
。
ま
ず
は

我
々
の 

m
ea culpa

（
「
自
ら
を
責
め
よ
」
）
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
の
点
こ
そ
ま
さ
に
人
道
主
義
者

が
考
慮
し
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
刑
事
処
分
は
―
と
ラ
プ
ー
ジ
ュ
（
３
）

は
言
う
―
犯
罪
者
の
一

時
的
あ
る
い
は

終
的
除
去
に
至
る
手
段
に
よ
っ
て
違
反
の
更
新
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
あ

る
意
味
で
は
医
学
的
お
よ
び
外
科
的
な
措
置
の
総
体
で
あ
る
。
刑
法
学
者
た
ち
は
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
の

無
数
の
論
証
を
飾
り
立
て
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
責
任
の
理
論
、
贖
罪
の
理
論
、
賠
償
の
理
論
、
等
。
目

標
の
定
ま
ら
な
い
こ
う
し
た
論
議
の
た
め
の
著
作
を
読
む
だ
け
で
も
し
か
し
、
露
骨
な
一 

 

各
種
の
方
策
は
結
局
の
と
こ
ろ
間
接
的
選
択
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
ど
の
方
策
も
人
間
の
意
識
に
と
っ

て
は
こ
の
間
接
的
選
択
と
い
う
形
で
は
表
わ
れ
ず
、
方
策
を
正
当
化
す
る
理
由
は
大
抵
の
場
合
た
わ
い
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
革
家
た
ち
が
長
々
と
や
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
う
し
た
方
策
に
つ
い
て

議
論
す
る
の
は
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
議
論
が
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

現
実
的
目
的
と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。 

 

人
間
社
会
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
直
接
的
選
択
は
間
接
的
選
択
に
取
っ
て
替
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
不
幸
に
し
て
か
な
り
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
劣
等
分
子
が
排
除
さ
れ
る
い
く
つ
も
の
手
段
が

存
在
す
る
。
空
想
家
た
ち
は
こ
の
不
完
全
さ
に
注
目
し
そ
れ
を
告
発
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
の
彼
ら
の
観
察
は
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
大
き
な
真
実
性
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
あ
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
糾
弾
す
る
た
め
に
は
そ
れ
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、

そ
れ
に
替
え
よ
う
と
す
る
別
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ほ
う
が
良
好
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
改
革
家
た
ち
の
論
証
が
誤
つ
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。 

 
 事

実
、
社
会
に
お
け
る
危
険
な
分
子
を
排
除
す
る
た
め
の
社
会
に
よ
る
淘
汰
的
介
入
が
透
け
て
見
え
て
く

る
。･･

･

社
会
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
犯
罪
者
が
罰
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
罰
す
る
と
い
う

こ
と
は
あ
ま
り
重
要
で
な
い
と
さ
え
言
え
る
。
懲
罰
と
更
生
に
つ
い
て
の
古
代
的
観
念
は
我
々
を
に
や
り

と
さ
せ
る
に
値
す
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
犯
罪
者
を
、
加
害
行
為
不
能
の
状
態
に
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
将
来
に
つ
い
て
は
、
彼
の
子
孫
を
除
去
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。･･･

何
世
紀
も
の
あ
い
だ
人
々
は

き
わ
め
て
僅
か
し
か
犯
罪
者
を
残
さ
ず
、
多
く
を
除
去
し
て
き
た
。
古
代
の
刑
罰
は
き
わ
め
て
苛
酷
で
あ

り
、
重
大
な
場
合
に
は
家
族
に
及
び
、
家
族
は
少
な
く
と
も
国
外
追
放
を
蒙
っ
た
。･･･

諸
民
族
の
始
源
以

来
行
使
さ
れ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
威
嚇
が
す
べ
て
、
偶
発
的
犯
罪
以
外
の
も
の
を
阻
止
し
え
た
と
は
私
は

思
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
死
刑
、
法
律
的
奴
隷
化
、
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
犯
罪
者
の
除
去
の
方
が
欠
陥
を

（
１
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
『
社
会
秩
序
と
そ
の
自
然
的
基
礎
』（D

ie G
esellschaftsordnung und ihre natürlichen 

G
rundlagen

）
三
一
章
、p.159. 

仏
訳
（L’ ordre social

）, p.224. 

故
意
に
目
を
閉
じ
て
い
る
。 
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効
果
が
比
較
的
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
選
択
は
か
つ
て
戦
争
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
選
択

で
あ
る
。
戦
争
は
体
質
の
悪
い
民
族
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
文
明
民
族
間
の
戦
争
は
も
は
や

き
わ
め
て
不
完
全
に
し
か
こ
の
目
的
を
達
し
な
い
。
古
い
世
界
に
お
い
て
は
奴
隷
制
と
奴
隷
解
放
は
選
択

の
た
め
の
き
わ
め
て
強
力
な
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し

大
の
選
択
は
恐
ら
く
、
過
去
に
お
い
て
も
現
在

に
お
い
て
も
作
用
し
つ
づ
け
て
い
る
、
社
会
階
級
間
に
お
け
る
出
生
率
と
死
亡
率
の
差
異
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
質
的
観
点
か
ら
し
て
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
高
い
死
亡
率
、
と
く
に
子
供
の
高
死
亡
率
は
虚

弱
で
体
質
の
悪
い
子
供
を
大
規
模
に
除
去
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
動
植
物
の
生
命
力

が
改
良
種
に
比
べ
て
大
き
い
こ
と
の
主
た
る
原
因
は
こ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
類
に
お
い
て
は
成
人
の

死
亡
率
が
、
少
な
く
と
も
過
度
に
及
ぶ
悪
癖
に
抵
抗
す
る
た
め
の
自
制
力
を
十
分
に
持
た
な
い
、
多
数
の

個
人
を
除
去
す
る
。
大
き
な
自
制
力
を
持
つ
人
間
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
に
は
な
ら
な
い
が
、
性
格
の
弱

い
人
間
は
た
や
す
く
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
そ
う
し
た

人
間
を
除
去
す
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
彼
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
退
化
を
加
速
す
る
。
こ
の
よ
う
な

問
題
に
お
い
て
は
人
は
し
ば
し
ば
結
果
を
原
因
と
み
な
す
。
た
し
か
に
悪
癖
が
全
く
優
秀
な
体
質
の
人
間

を
引
き
ず
り
込
む
場
合
が
存
在
し
は
す
る
が
、
大
抵
の
場
合
、
悪
癖
に
屈
服
す
る
の
は
虚
弱
な
性
質
な
の

 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
除
去
の
重
要
性
は
ま
だ
完
全
に
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
質
的
証

明
は
有
し
て
い
る
が
、
量
的
証
明
は
ま
だ
手
に
し
て
い
な
い
。
我
々
は
昔
の
刑
罰
法
規
が
劣
等
分
子
の
一

部
を
除
去
し
た
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
淘
汰
機
構
一
般
の
例
に
も
れ
ず
不
完
全
な
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
優
秀
分
子
も
同
じ
く
除
去
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
例
外
は
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
一
般
的
に
は
、
除
去
さ
れ
た
劣
等
分
子
の
方
が
優
秀
分
子
よ
り
も
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
昔
の
刑
罰
法
規
は
選
択
の
た
め
の
一
手
段
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら

の
効
果
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
除
去
さ
れ
た
分
子
の
全
人
口
に
対
す
る
比

率
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
比
率
は
、
少
な
く
と
も
我
々
が
こ
の
点
に
つ
い
て
知

っ
て
い
る
僅
か
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
十
分
に
高
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ

た
し
、
し
た
が
っ
て
選
択
の
効
果
が
き
わ
め
て
顕
著
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。 

（
３
） 

Les sélections sociales , p.319 à 321 

（
２
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
は
こ
の
あ
た
り
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
を
描
写
し
未
来
を
予
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
筋
の
お
世
話
に
な
っ
た
人
物
に
は
、
寛
容
と
不
罰
で
は
十
分
で
は
な
い
。
彼
ら
に
は
、
国
の
運
命
に
対
す
る
影

響
を
「
公
正
に
」
分
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
他
方C

léon

は
有
権
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
方
向
に

お
け
る
運
動
は
大
多
数
の
国
に
お
い
て
観
察
さ
れ
う
る
。
多
数
あ
る
事
例
の
な
か
で
比
較
的

近
の
も
の
を
挙
げ

れ
ば
、
一
九
〇
一
年
四
月
二
三
日
付
の
『
ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
・
デ
バ
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
破

産
者
の
復
権
に
関
す
る
法
案
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
法
案
が
次
の
総
選
挙
に
適
用
さ
れ
、
有
権
者
の
数
が
四
〇

万
人
分
増
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ
の
法
案
を
可
決
す
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
法
案
の
検
討
を
委
託
さ
れ
た
委
員
会
は
こ
と
の
重
大
性
に
つ
い

て
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
一
人
の
報
告
者
を
任
命
し
た
。
さ
ら
に
、
一
定
数
の
市
議
会
は
、
法
案
が
で
き

る
限
り
速
や
か
に
採
択
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
要
望
を
発
表
し
た
。
」 

（
１
） 

Loc. cit., p.81. 

有
す
る
無
数
の
個
々
人
の
末
裔
を
社
会
か
ら
排
除
し
た
。
道
徳
的
進
歩
が
実
現
せ
ら
れ
社
会
が
存
続
し
え

た
の
は
こ
う
し
た
犠
牲
を
対
価
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
」 
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大
都
市
の
研
究
が
我
々
に
与
え
る
印
象
は
、
個
々
人
の
生
活
の
ゆ
と
り
の
程
度
に
よ
っ
て
出
生
率
と
死

亡
率
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
こ
の
よ
う
な
結
果
を
つ
く
り
出
す
一
状
況
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
富
裕
階
級
は
非
常
に
多
数
の
子
供
を
里
子
に
出
し
た
り
、
田
舎
に
追
い
や
っ
た
り
す
る
。
こ

の
こ
と
が
都
市
の
統
計
の
記
録
す
る
死
亡
者
数
を
減
少
さ
せ
る
。
こ
の
数
字
は
成
人
に
つ
い
て
も
減
少
す

る
。
金
持
ち
で
体
の
具
合
の
悪
い
人
々
は
健
康
に
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
土
地
に
居
を
定
め
る
か
、
あ
る
い

は
季
節
に
よ
っ
て
そ
こ
に
移
り
住
む
か
す
る
か
ら
で
あ
る
。
富
裕
階
級
に
属
す
る
結
核
患
者
は
し
ば
し
ば
 

勿
論
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
子
供
の
死
亡
率
が
い
く
つ
か
の
社
会
階
級
の
場
合
に
は
か
な
り
高
い
と
い

う
事
実
を
、
都
合
の
よ
い
望
ま
し
い
状
況
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と

は
愚
に
も
つ
か
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
都
市
が
火
災
の
後
で
よ
り
美
し
く
健
全
な
形
で
再
建
さ
れ
た
と
い
う

事
実
を
我
々
が
確
認
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
な
に
も
我
々
が
都
市
の
火
災
を
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
都
市
の
再
建
と
い
う
同
じ
目
的
を
達
成
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、

他
に
も
い
く
つ
か
の
方
法
が
存
在
す
る
。
よ
り
知
的
で
残
酷
さ
の
少
な
い
別
の
形
の
淘
汰
が
現
在
の
も
の

に
取
っ
て
代
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
現
在
の
事
態
を
改

善
す
る
た
め
に
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
我
々
は
、
我
々
が
緩
和
し
よ
う

と
欲
し
て
い
る
悪
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
れ
は
、
我
々

が
原
因
を
完
全
に
知
っ
た
上
で
事
を
進
め
な
い
場
合
に
は
、
起
り
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

次
に
量
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
淘
汰
は
き
わ
め
て
多
数
の
個
体
に
及
び
、
従
っ
て

も
効

果
的
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
こ
の
よ
う
な
淘
汰
の

有
効
性
に
つ
い
て
の
間
接
的
証
拠
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
い
く
つ
か
の
作
用
、
病
気
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
種
が
そ
れ
ら
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

後
に
は
勝
利
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理

由
は
ま
さ
に
、
そ
れ
ら
に
抵
抗
し
な
か
っ
た
分
子
が
淘
汰
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
一
つ
の
種
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
う
し
た
影
響
に
さ

ら
さ
れ
る
経
験
が
な
く
、
突
如
と
し
て
そ
れ
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
、
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
淘
汰
が
作
動
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
種
が
自
ら
を
脅
か
す
危
険

に
対
し
て
も
は
や
い
か
な
る
抵
抗
も
示
さ
な
い
こ
と
に
あ
る
。

も
顕
著
な
例
は
ね
あ
ぶ
ら
虫
に
よ
る
ぶ

ど
う
の
病
害
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
病
気
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
病

気
が
あ
っ
て
も
ぶ
ど
う
の
木
は
完
全
に
持
ち
応
え
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
多
分
淘
汰
が
、

こ
の
病
気
に
抵
抗
で
き
な
い
も
の
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ぶ
ど
う
の
木
は
、
長
い

間
こ
の
病
気
の
影
響
を
免
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
病
気
の
襲
来
に
あ
え
な
く
潰
え
、
病
気
に
侵
入
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
は
す
べ
て
滅
び
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
我
々
の
種
族
は
遠
い
昔
か
ら
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル

の
よ
う
な
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲
料
の
影
響
の
下
に
置
か
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
適
応

し
ま
た
抵
抗
し
て
い
る
が
、こ
の
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲
料
の
影
響
に
突
如
と
し
て
さ
ら
さ
れ
た
未
開
民
族
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ぶ
ど
う
の
木
が
ア
メ
リ
カ
の
ね
あ
ぶ
ら
虫
に
滅
ぼ
さ
れ
た
よ
う
に
、
壊
滅
的
打
撃
を
蒙
っ

た
。
天
然
痘
そ
の
他
の
病
気
も
そ
の
仕
事
を
完
成
し
た
。
他
方
イ
ン
ド
の
風
土
病
で
あ
る
コ
レ
ラ
は

初

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
現
し
た
と
き
に
は
恐
る
べ
き
猛
威
を
奮
っ
た
の
で
あ
る
が
、
漸
次
そ
の
力
の
大
部
分
を

失
っ
た
。
こ
れ
は
一
部
は
衛
生
観
念
の
進
歩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
要
に
は

初
の
流
行
に
よ
っ
て

発
揮
せ
ら
れ
た
淘
汰
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

で
あ
る
。
虚
弱
な
性
質
は
、
そ
れ
が
悪
い
か
ら
虚
弱
な
の
で
は
な
く
、
虚
弱
な
る
が
故
に
悪
い
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
あ
る
種
の
病
気
が
頑
健
な
人
間
を
襲
う
こ
と
が
時
に
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
大
抵
の
場

合
そ
う
し
た
病
気
は
退
化
の

終
名
辞
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 
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次
に
、
Ａ
と
Ｂ
と
で
は
出
生
率
と
死
亡
率
が
異
な
る
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
例
え
ば
エ
リ
ー
ト
Ａ
に
お

い
て
は
出
生
が
一
〇
〇
〇
人
中
一
〇
で
あ
り
、
死
亡
が
一
五
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
人
口
Ｂ
の
残
り
の
部

 

こ
こ
に
、
パ
リ
、
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
の
若
干
の
結
果
が
あ
る
（
１
）
。 

 

し
か
し
出
生
率
の
差
は
そ
れ
を
こ
う
し
た
誤
差
原
因
に
す
べ
て
帰
す
る
に
は
余
り
に
大
き
く
、
す
べ
て

を
差
し
引
い
て
も
依
然
と
し
て
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
都
市
に
お
い
て
は
、
富
裕
階
級
に
つ
い
て
は

出
生
率
が
低
率
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
独
身
で
若
い
盛
り
の
多
数
の
使
用
人
の
存
在
は
、
出
生
率
と
死
亡
率
を
取
る
際
に
富
裕
区
域

の
住
民
全
体
を
計
算
に
入
れ
る
統
計
を
結
果
と
し
て
歪
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
こ
れ
ら
の
率
は
実

際
よ
り
も
小
さ
く
見
え
る
こ
と
に
な
る
。 

彼
ら
の
日
常
の
住
居
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
死
ぬ
。 

 

（
１
） 

Ｒ
・
ベ
ニ
ー
ニ
（B

enini

）
、Principi di D

em
ografia, B

arbèra, Firenze, 1901, p.274-275.

よ
り
。 

に
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
エ
リ
ー
ト
Ａ
は
、
Ａ
類
出

身
の
人
々
と
、
Ｂ
か
ら
Ａ
へ
と
上
昇
し
た
別
の
人
々
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
人
口
Ｂ
の
残
り
の
部
分
は
そ
の

部
類
か
ら
の
出
身
者
と
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
没
落
し
た
人
々
を
含
む
で
あ
ろ
う
。 

 
 

区域 
パリ ベルリン ウィーン ブタペスト 

生出 亡死 生出 亡死 生出 亡死 生出 亡死 

きわめて裕

福 
12.7 10.5 13.8 11.5 7.8 11.6 19.0 13.8 

富裕 17.9 13.6 18.3 14.5 15.3 18.2 26.9 17.3 

裕福 20.0 14.4 25.8 18.5 22.4 22.2 32.6 20.4 

中位 23.3 17.2 31.4 22.2 23.3 26.0 34.2 21.5 

貧困 26.8 22.0 37.2 22.2 25.5 28.5 37.2 25.9 

極貧 29.3 22.5 39.3 24.8 29.8 32.8 41.6 30.2 

 

人
間
を
そ
の
性
格
に
従
っ
て
Ａ
・
Ｂ
二
つ
の
部 

 

て
の
社
会
階
級
間
の
差
異
か
ら
結
果
す
る
淘
汰
が
も 

す
る
比
は
二
対
八
、
す
な
わ
ち
Ａ
は
Ｂ
の
四
分
の
一 

う
で
あ
れ
、
も
し
人
口
が
Ａ
一
〇
分
の
二
、
Ｂ
一
〇 

分
の
八
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
比
率 

我
々
が
引
き
出
し
う
る
も
の
は
こ
れ
以
外
に
は
な
い
。 

は
い
つ
ま
で
も
維
持
さ
れ
、
Ａ
の
数
の
Ｂ
の
数
に
対 

は
死
亡
率
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
率
が
ど
の
よ 

え
る
な
ら
ば
、
パ
リ
の
死
亡
率
が
上
の
表
が
示
し
て 

ー
ト
を
構
成
し
、
そ
し
て
エ
リ
ー
ト
の
周
流
が
自
由 

に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
Ａ
が
エ
リ 

定
の
定
常
人
口
を
考
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
出
生
率 

を
了
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。 

明
ら
か
に
低
い
。
こ
の
死
亡
率
は
先
の
修
正
を
考
慮 
 

 
一
〇
分
の
八
生
れ
る
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
ま
ず
一 

べ
く
努
め
よ
う
。 

フ
ラ
ン
ス
の
人
口
が
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
点
を
考 

し
て
も
な
お
低
い
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
数
字
か
ら 

類
に
分
類
し
、
規
則
的
に
Ａ
が
一
〇
分
の
二
、
Ｂ
が 

 

た
ら
し
う
る
効
果
を
少
な
く
と
も
仮
説
的
に
理
解
す 

 

い
る
限
り
に
お
い
て
は
出
生
率
を
下
回
っ
て
い
る
点 

エ
リ
ー
ト
の
死
亡
率
は
他
の
住
民
部
分
に
比
し
て 

 
 

 
正
確
な
数
字
が
な
い
の
で
、
出
生
と
死
亡
に
つ
い 
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出
生
率
お
よ
び
死
亡
率
が
Ａ
と
Ｂ
と
で
は
異
な
る
場
合
に
移
ろ
う
。
エ
リ
ー
ト
Ａ
は
出
生
率
一
四
パ
ー

セ
ン
ト
、
死
亡
率
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
持
ち
、
残
り
の
人
口
Ｂ
は
死
亡
率
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
持
つ
も
の

と
仮
定
し
よ
う
。
人
口
全
体
の
増
加
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
た
め
に
は
Ｂ
の
出
生
率
が
三
四
，
一
〇

五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
し
て
こ
の
所
与
の
も
と
で
は
、
Ａ
と
残
り
の
人
口
部
分
と
の

割
合
は
〇
，
四
二
一
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

後
に
、
Ｂ
の
死
亡
率
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
す
る

な
ら
ば
、
出
生
率
は
二
五
，
五
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
Ｂ
に
対
す
る
Ａ
の
割
合
は
〇
，
三
一
六
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
結
果
は
人
口
定
常
の
場
合
に
つ
い
て
我
々
が
得
た
も
の
と
類
似
し
て
い
る

（
１
）
。 

 

規
則
的
に
人
口
が
増
大
す
る
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
結
果
が
変
る
か
ど
う
か
を
見
て
み
よ
う
。
人
口
の

増
加
率
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
増
加
率
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
生
率
、
死
亡
率
が

Ａ
・
Ｂ
に
お
い
て
同
じ
ま
ま
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
リ
ー
ト
は
人
口
の
残
り
の
部
分
と
の
割
合
四
分
の
一

を
い
つ
ま
で
も
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

人
口
は
定
常
と
仮
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
出
生
率
は
低
下
し
、
二
一
，
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
人
口
の
残
り
の
部
分
に
対
す
る
エ
リ
ー
ト
の
割
合
は
〇
，
三
三
三
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

も
う
一
つ
別
の
計
算
は
事
態
を
よ
り
一
層
明
瞭
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り

我
々
は
Ａ
と
Ｂ
の
二
類
か
ら
成
る
人
口
を
持
っ
て
い
る
。
前
者
Ａ
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
そ

れ
自
身
の
み
の
力
に
委
ね
ら
れ
た
な
ら
ば
そ
れ
は
消
滅
の
途
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

維
持
さ
れ
る
の
は
下
層
階
級
Ｂ
出
身
の
分
子
の
参
入
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
下
層
階
級
Ｂ
は
十
分
に
高
い
出

生
率
と
死
亡
率
を
も
っ
て
お
り
、
我
々
は
大
都
市
の

貧
階
級
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
た
も
の
に
近
い
数
字

を
選
ん
で
い
る
。
全
く
仮
説
的
に
で
あ
る
が
我
々
は
Ａ
・
Ｂ
二
つ
の
部
類
に
お
い
て
規
則
的
に
、
え
り
抜

き
の
人
間
が
一
〇
分
の
二
生
ま
れ
、
普
通
の
人
間
が
一
〇
分
の
八
生
ま
れ
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
数
字

は
お
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
エ
リ
ー
ト
は
残
り
の
人
口
部
分
の

約
〇
，
四
六
七
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
事
態
で
Ｂ
の
死
亡
率
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
措
置
が
取
ら
れ
る
。

Ｂ
の
死
亡
率
は
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
。
ど
う
い
う
こ

と
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 

n
1 dt 

 
 

Ａ
の
出
生
数 

分
に
お
い
て
は
死
亡
が
一
〇
〇
〇
人
中
二
八
で
あ
る
と
す
る
。
人
口
が
定
常
で
あ
る
か
ら
に
は
、
出
生
率

は
こ
の
仮
定
と
両
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
計
算
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
出
生
は
一

〇
〇
〇
人
に
つ
き
、
三
〇
，
三
三
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
所
与
の
下
で
Ａ
の
Ｂ
に
対
す
る
割
合
を

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
〇
，
四
六
七
で
あ
る
。
し
か
し
先
の
仮
説
に
お
い
て
は
そ
れ
は
〇
，

二
五
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
下
層
階
級
に
お
け
る
出
生
率
と
死
亡
率
の
高
さ
か
ら
結
果
す
る

淘
汰
が
い
か
な
る
強
度
で
作
用
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
） 

こ
れ
ら
の
計
算
は
次
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
。 

人
口
一
〇
〇
〇
人
に
つ
き
時
間dt

の
間
に
、 

 

さ
ら
に
、 

と
す
る
。 

m
1 dt 

 
 

Ａ
の
死
亡
数 

 

n
2 dt 

 
 

Ｂ
の
出
生
数 

m
2 dt 

 
 

Ｂ
の
死
亡
数 
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xy  
 

＝n
2 -m

2

m
1 -n

1  . 

 
 
 
 
 

n
2

＝m
1 -(1-i)n

1

im
1

 m
2,  

 
 
 
 

1000 dydt  

＝in
1 x+ i’n

2 y 

‐m
2 y. 

 
 
 
 
 

 xy  

＝n
2 -h-m

2

m
1 -n

1 +h  . 

 
 
 
 
 
 

n
2

＝m
1 +h-(1-i)n

1

i(m
1 +h)

 (m
2 +h), 

 

こ
れ
か
ら
次
が
演
繹
さ
れ
る
。 

ｙ
に
対
す
る
ｘ
の
割
合
が
一
定
で
あ
り
、
ま
た
人
口
が
定
常
で
あ
る
な
ら
ば
次
の
式
が
得
ら
れ
る
。 

ま
た
、
人
口
が
増
加
す
る
場
合
に
は
次
の
式
が
得
ら
れ
る
。 

と
仮
定
し
、
次
を
得
た
。 

と
す
る
。
次
の
式
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

人
口
が
均
一
に
増
加
す
る
な
ら
ば
ｈ
を
不
変
と
し
て
次
の
よ
う
に
式
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

次
にn

1 =10, m
1 =15, m

2 =20

と
し
て
次
を
得
た
。 

本
文
に
お
い
て
我
々
はi

＝0.8 

と
仮
定
し
た
。
さ
ら
に
人
口
定
常
の
場
合
に
は
、 

比
率xy  

は
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
エ
リ
ー
ト
Ａ
の
、
残
り
の
人
口
部
分
Ｂ
に
対
す
る
比
率
で
あ
る
。 

本
文
で
は
、i

＝i’ 

と
仮
定
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
は
我
々
が
立
て
た
方
程
式
は
人
口
定
常
の
場
合
、
次
の
よ
う

に
な
る
。 

 
1000 dxdt  

＝hx, 1000 dydt  

＝hy. 

 
dxdt  

＝0, 
 

dydt  

＝0. 

i 
Ａ
出
身
の
出
生
者
総
数
に
対
す
る
Ｂ
の
割
合 

n
2 =21.6666

･
･
･, 

 xy  =0.333
･
･
･. 

n
2 =30.3333

･
･
･, 

 xy  =0.4666
･
･
･. 

1000 dxdt  

＝
（1

‐i
）n

1 x +

（1

‐i’

）n
2 y – m

1 x, 

y
 

千
単
位
で
表
示
さ
れ
た
Ｂ
の
数 

x
 

千
単
位
で
表
示
さ
れ
た
Ａ
の
数 

i’ 
 

Ｂ
出
身
の
出
生
者
総
数
に
対
す
る
Ｂ
の
割
合 

n
1 =10, m

1 =15, m
2 =28, 

0

＝
（1

‐i

）（n
1 x + n

2 y

）
‐m

1 x, 

0

＝i

（n
1 x

＋n
2 y

）
‐m

2 y. 
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刑
法
の
目
的
は
、
不
適
応
分
子
に
対
し
て
、
彼
ら
の
行
動
の
結
果
に
つ
い
て
の
恐
怖
を
吹
き
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
彼
ら
を
社
会
か
ら
一
時
的
に
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
彼
ら
が

有
害
行
為
を
す
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
機
構
の
中
で
こ
れ
は
い
ま
だ

も
不
完
全

な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
実
証
主
義
刑

法
学
派
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
立
法
者
が
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
犯
罪
者
に
対
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
犯
罪
そ

の
も
の
に
関
心
を
注
い
で
き
て
い
る
と
い
う
事
情
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
は
、
懲
罰
の
恐
怖
が

作
用
し
う
る
の
は
、
あ
る
程
度
の
予
想
能
力
を
恵
ま
れ
て
い
る
個
人
、
す
な
わ
ち
社
会
環
境
に
対
す
る
不

適
応
が
部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
個
人
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

衝
動
的
な
人
間
お
よ
び
、
一
般
に
社
会
環
境
に
完
全
に
不
適
応
な
人
間
は
、
自
ら
の
行
動
に
つ
い
て
の
刑

法
的
そ
の
他
の
結
果
を
恐
れ
る
の
に
必
要
な
予
測
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
も
し
彼
ら
を
無
能
力
化
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
有
害
行
為
を
防
止
す
る
方
法
は
た
だ
一
つ
、
す
な
わ
ち
彼
ら
を
除
去
す
る
こ

と
し
か
な
い
。
こ
れ
は
我
々
の
時
代
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
手

段
は
今
日
支
配
的
な
感
性
に
あ
ま
り
に
激
し
く
衝
突
す
る
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。
ま
た
同
時
に
改
革
家
た
ち

す
べ
て
が
、
社
会
的
保
護
の
第
三
の
方
法
、
す
な
わ
ち
劣
等
質
の
人
間
の
改
良
、
に
必
死
に
な
っ
て
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
彼
ら
が
持
ち
え
た
希
望
は
す
べ
て
裏
切
ら
れ
た
。
彼
ら
は
彼
ら
の
命

題
を
十
分
に
支
持
し
う
る
事
実
を
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

う
し
た
こ
と
は
全
く
彼
ら
の
信
念
に
打
撃
を
与
え
な
い
。
そ
し
て
幸
運
な
一
手
で
、
失
っ
た
金
を
す
べ
て

取
り
戻
す
こ
と
を
つ
ね
に
願
っ
て
い
る
情
熱
的
な
賭
博
師
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
は
す
べ
て
の
人
間
を
善

良
で
正
直
で
道
徳
的
に
す
る
万
能
薬
を
発
見
す
る
こ
と
を
絶
え
ず
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の

は
じ
め
、
我
ら
が
博
愛
家
た
ち
は
初
等
教
育
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。「
学
校
を
一
つ
開
き
た
ま
え
―
と
彼

ら
は
さ
ま
ざ
ま
の
言
い
方
で
繰
り
返
し
た
―
、
そ
う
す
れ
ば
諸
君
は
監
獄
を
一
つ
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
」
彼
ら
は
彼
ら
の
教
義
に
学
問
的
装
い
を
か
け
る
こ
と
さ
え
し
た
。
彼
ら
は
犯
罪
者
の
あ
い
だ
に

文
盲
が
大
多
数
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
人
口
の
大
部
分
が
文
盲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
外

で
あ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
こ
と
に
は
思
い
を
致
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
ブ

 

を
得
る
。 

人
口
が
増
加
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、h=4

と
し
、n

1 =14, m
1 =15, m

2 =28

と
す
る
と
次
を
得
た
。 

次
にn

1 =14, m
1 =15, m

2 =20

と
す
る
と
、 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
事
象
に
つ
い
て
の
お
お
よ
そ
の
見
当
を
得
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
お
り
、
正
確
に
計
算

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
確
な

計
算
を
す
る
た
め
に
は
、
死
亡
率
を
全
体
と
し
て
一
括
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
年
令
に
よ
っ
て
区
別
す
べ
き

で
あ
り
、
子
供
の
死
亡
率
に
つ
い
て
は
Ａ
の
子
供
の
死
亡
率
と
Ｂ
の
子
供
の
そ
れ
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
ま
た
、
二
つ
の
部
類
で
は
な
く
、
非
常
に
多
数
の
部
類
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
感
ぜ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
細
か

な
段
階
を
経
て
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
修
正
を
施
し
て
も
同
じ
く
次
の
事
実
は

残
る
。
す
な
わ
ち
、
劣
等
分
子
の
高
い
死
亡
率
が
社
会
に
お
け
る
そ
う
し
た
分
子
の
数
を
著
し
く
減
少
さ
せ
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ
先
に
行
な
わ
れ
た
計
算
か
ら
引
き
出
さ
る
べ
き
唯
一
の
結
論
で
あ
る
。 

n
2 =25.578947, 

 xy  =0.315789. 

n
2 =34.105263, 

 xy  =0.4210526. 
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（
１
） 

Ferri, La sociologie crim
inelle, 1893, p.5. 

「
ベ
ッ
カ
リ
ア
（B

eccaria

）
の
弟
子
た
ち
は
、
犯
罪
そ
の
も
の
の
研
究
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
犯
罪
の

も

深
い
根
を
養
な
う
現
実
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
法
的
実
体
と
し
て
犯
罪
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
を

心
理
的
な
ら
び
に
社
会
的
現
象
と
し
て
説
明
す
る

．
．
．
．
立
場
と
、
そ
れ
を
正
当
化
な
い
し
は
免
罪
す
る
立
場
と
の
悲
し

む
べ
き
混
同
か
ら
生
れ
る
、
犯
罪
者
に
対
す
る
危
険
な
感
傷
癖
に
到
達
し
た
。
そ
の
結
果
、

も
危
険
な
犯
罪
者

た
ち
の
処
罰
が

も
軽
い
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
場
合
犯
罪
へ
の
な
ん
ら
か
の
強
力
な
衝
動
が
つ
ね

に
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
偶
然
的
で
あ
ま
り
危
険
の
な
い
犯
罪
者
の
場
合
に
は
、
衝
動
性
が
あ
ま

り
明
瞭
で
な
い
た
め
に
、
減
刑
と
い
う
き
わ
め
て
適
切
な
恩
典
が
奪
わ
れ
る
。
」 

 

実
際
の
と
こ
ろ
、
著
者
が
語
っ
て
い
る
感
傷
癖
は
「
犯
罪
そ
れ
自
体
」
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
議
論
を
専
ら
の
原

因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
感
傷
癖
は
没
落
過
程
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
感
傷
癖
、
現
在
ま
さ
に
こ
の
没
落
過

程
と
関
連
し
て
あ
る
展
開
を
見
せ
た
感
傷
癖
の
一
特
殊
事
例
に
他
な
ら
な
い
。 

 人
々
は
学
校
を
開
い
た
。
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
が
読
み
書
き
が
で
き
る
国
々
が
存
在
す

る
。
そ
し
て
犯
罪
者
の
数
は
減
少
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
増
加
し
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
実
の
と
こ

ろ
こ
れ
は
予
見
が
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
読
み
書
き
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
犯
罪
率
と
の
あ
い

だ
に
な
ん
ら
か
の
関
係
を
設
定
す
る
と
は
か
な
り
突
拍
子
も
な
い
考
え
方
な
の
で
あ
る
（
１
）
。
我
ら
が
改

革
家
た
ち
は
も
は
や
そ
の
希
望
を
単
な
る
初
等
教
育
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
今
は
別
の
お
は

こ
に
熱
中
し
て
い
る
。
あ
る
者
は
す
べ
て
の
悪
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
か
ら
来
る
と
主
張
し
、
別
の
者
は
そ

れ
に
不
道
徳
な
文
学
を
つ
け
加
え
、
さ
ら
に
別
の
者
た
ち
は
、
こ
れ
が

も
数
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
富

の
不
平
等
な
分
配
を
糾
弾
す
る
。
彼
ら
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
物
と
同
じ
よ
う
に
人
類
に
お
い
て
も
個

体
は
平
等
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
ら
の
あ
る
も
の
は
生
息
し
て
い
る
環
境
に
適
応
し
て
お
り
、
ま
た
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
適
応
し
て
い

な
い
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
認
め
る
必
要
性
を
感
じ
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
は
、

い
か
な
る
不
条
理
も
彼
ら
を
苦
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
人
は
自
ら
の
願
う
こ
と
を
容
易
に
信
ず
る
。
人
道

主
義
者
た
ち
は
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
研
究
し
な
い
。
彼
ら
は
彼
ら
の
感
情
が
欲
す
る
よ
う
な
想
像
上
の

一
世
界
を
作
り
上
げ
る
。 

 ロ
ン
ド
で
あ
る
国
に
お
い
て
は
犯
罪
者
の
大
部
分
も
ブ
ロ
ン
ド
の
人
間
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
事
実
か

ら
、
毛
髪
の
色
と
犯
罪
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
結
論
も
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
１
） 

V. de Lapouge, Les sélections sociales, p.101-102. 

「
教
育
の
普
及
を
万
能
薬
と
み
な
す
こ
と
は
、
我
々
の
時
代
に

も
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
偏
見
の
一
つ
で

あ
る
。
道
徳
至
上
主
義
者
、
刑
法
学
者
、
経
済
学
者
た
ち
は
、
ず
い
分
長
い
間
こ
の
よ
う
な
学
説
を
説
教
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
〇
年
間
こ
の
学
説
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
真
の
意
味
で
の
政
治
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
基
礎

と
し
て
役
立
っ
て
き
た
。
こ
の
誤
れ
る
観
念
は
、
文
明
化
し
た
各
個
人
が
全
き
自
己
主
張
を
成
就
す
る
に
必
要

な
量
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
時
期
を
早
め
る
点
に
お
い
て
有
益
な
結
果
を
生
み
出
し
た
。･･

･

原
理
的
な
あ
る
誤

謬
が
実
際
上
の
好
ま
し
い
結
果
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
こ
れ
が

初
で
は
な
い
。
し
か
し
科
学
的
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
誤
謬
は
依
然
と
し
て
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
一
〇
四
頁
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
る
個
人
の
知
性
タ
イ
プ
を
教
育
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
彼
が
い
か
に
聡
明
で
あ
ろ
う
と
も
、
ほ

と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
か
な
る
教
育
も
、
あ
る
個
人
に
発
想
の
大
胆
さ
を
授
け
る
と
い
う
こ
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あ
る
人
間
が
他
人
か
ら
物
を
盗
み
、
彼
を
傷
つ
け
、
殺
し
た
場
合
、
人
道
主
義
的
感
情
は
、
一
見
し
た

と
こ
ろ
、
犠
牲
者
に
向
っ
て
注
が
れ
る
、
あ
る
い
は

小
限
に
見
積
も
っ
て
も
犠
牲
者
と
加
害
者
に
対
す

る
平
等
の
慈
悲
と
し
て
表
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
全
然
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
の
時
代
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
の
時
代
に
お
い
て
は
憐
愍
の
情
と
慈
悲
は
ほ
と
ん
ど

も
っ
ぱ
ら
加
害
者
に
注
が
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
庇
護
し
よ
う
と
す
る
観
念
、
刑
法
が
課
し
う
る
彼
ら

に
対
す
る
過
酷
な
刑
を
柔
ら
げ
よ
う
と
す
る
観
念
、
が
立
法
者
た
ち
の
精
神
に
取
り
つ
い
て
い
る
。
加
害

者
を
そ
の
行
為
の
帰
結
か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
執
行
猶
予

．
．
．
．
、
条
件
付
き
釈
放

．
．
．
．
．
．
、
そ
の
他
類
似
の
法
律

が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
は
本
質
的
に
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
悪
用
さ
れ
る
場
合
に
は
犯
罪

に
対
す
る
真
の
奨
励
と
な
る
（
１
）
。
裁
判
は
ま
す
ま
す
甘
く
な
り
、
陪
審
団
は
、
弁
護
士
が
そ
の
巧
妙
さ

に
よ
っ
て
何
ら
か
の
激
情
的
要
素
を
発
見
し
う
る
犯
罪
は
す
べ
て
一
貫
し
て
無
罪
に
し
て
い
る
。
模
範
的

な
監
獄
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
監
獄
が
犯
罪
者
た
ち
に
提
供
す
る
安
楽
を
自
分
の
家
で
得
た
い

も
の
だ
と
願
う
善
良
な
労
働
者
が
一
人
な
ら
ず
い
る
で
あ
ろ
う
。

後
に
、
頻
繁
な
各
種
の
大
赦
が
犯
罪

者
を
社
会
に
送
り
も
ど
す
。
こ
う
し
た
大
赦
は
立
法
者
や
博
愛
主
義
者
の
心
を
強
く
捕
え
て
離
さ
ず
、
善

良
な
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
は
誰
も
考
え
よ
う
と
し
な
い
。
犯
罪
者
を
救
済
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る

計
画
を
一
定
期
間
に
つ
い
て
数
え
上
げ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
相
当
の
数
に
の
ぼ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
刑
法
の
有
効
性
を
増
大
さ
せ
、
善
良
な
人
々
を
犯
罪
者
か
ら
守
る
た
め
の
計
画
を
数
え
て
み
る
が
よ

い
。
そ
う
し
た
も
の
は
全
く
な
い
か
、
あ
る
い
は
な
い
に
等
し
い
く
ら
い
少
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

一
方
の
誤
謬
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
の
逆
の
誤
謬
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
人
道
主
義
的
感
情
の
過
度

が
社
会
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
う
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
う
し
た
感
情
の
欠
如
が
社
会
に

と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
引
き
出
さ
な
い
よ
う
に
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
道

主
義
的
感
情
の
欠
如
は
そ
の
過
剰
よ
り
も
さ
ら
に
一
層
有
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
解
く
べ

き
問
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
社
会
生
活
の
諸
条
件
に
不
適
応
な
個
人
の
出
生
数
を
減
少

さ
せ

少
に
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
方
法
が
存
在
す
る
か
。
次
に
は
、
こ
の
出
生
数
を
減
ら
す
こ
と
が
で

き
ず
、
不
適
応
な
個
人
の
数
の
増
加
が
社
会
に
と
っ
て
脅
威
と
な
っ
た
場
合
、
そ
う
し
た
個
人
の
選
定
に

お
け
る
誤
謬
を

小
限
に
し
彼
ら
の
苦
し
み
を

小
限
に
し
つ
つ
、
か
つ
ま
た
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
有

益
な
人
道
主
義
的
感
情
と
あ
ま
り
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
彼
ら
を
除
去
す
る
か
。 

こ
の
よ
う
に
措
定
さ
れ
た
問
題
は
理
屈
に
は
適
っ
て
い
る
。
し
か
し
感
情
に
訴
え
る
場
合
に
は
問
題
は

別
の
形
で
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
一
般
に
問
題
の
一
側
面
の
み
が
考
察
さ
れ
る
。
大
多
数
の
人
々
は
人

道
主
義
的
側
面
に
の
み
関
心
を
注
ぎ
、
選
択
淘
汰
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
全
く
無
視
す
る
。
独
創
的
精
神

を
有
す
る
極
め
て
少
数
の
人
々
は
逆
の
極
端
に
走
り
、
選
択
淘
汰
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
。 

（
１
） 

こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
時
点
で
、
新
聞
は
パ
リ
に
お
け
る
、
ギ
ル
モ
ア
と
い
う
名
の
男
に
よ
る
、
コ
ル
ブ
夫
人

に
対
す
る
殺
人
未
遂
事
件
を
報
じ
て
い
る
。
こ
の
男
は
少
な
く
と
も
六
回
は
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
た
。
一
八
七

四
年
七
月
五
日
、
彼
は
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
ア
デ
レ
ー
ル
で
押
し
込
み
強
盗
の
罪
で
服
役
（
重
労
働
）
三
年
の

判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
一
八
七
八
年
八
月
一
〇
日
、
彼
は
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
シ
ド
ニ
ー
で
盗
み
と
隠
匿
の

 

と
に
つ
い
て
は
無
力
で
あ
ろ
う
。
こ
の
才
能
を
支
配
す
る
の
は
遺
伝
で
あ
る
。
」 

現
在
、
時
宜
に
適
さ
ぬ
表
面
的
な
教
育
に
よ
っ
て
相
当
多
数
の
落
伍
者
が
出
て
い
る
こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。 
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ユ
ー
ト
ピ
ア
の
別
の
創
始
者
た
ち
は
、
人
間
は
す
べ
て

終
的
に
は
周
囲
の
環
境
に
適
応
す
る
で
あ
ろ

う
と
想
定
す
る
傾
向
が
あ
り
、
彼
ら
の
学
説
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
適
応
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
彼
ら
が
自
ら
の
学
説
を
擁
護
す
る
た
め
に
用
い
た
議
論
の
仕
方
だ
け
で
彼
ら
を
判
定
す
る
こ
と
は

不
当
で
あ
る
。
彼
ら
の
議
論
は
非
論
理
的
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
学
説
と
い
う
も
の
は
そ
れ
が
生

み
出
す
感
情
に
よ
っ
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
、
ロ

バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
、
等
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
価
値
を
持
た
な
い
。
し
か
し
彼

ら
の
教
説
が
人
々
の
理
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
感
情
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
人
々
に
と
っ
て
一
つ
の

宗
教
．
．
と
な
る
も
の
と
仮
定
せ
よ
。
そ
の
場
合
に
は
こ
の
人
々
の
行
動
は
我
々
が
現
在
見
て
い
る
も
の
と
は

根
底
か
ら
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、
改
革
家
た
ち
の
理
論
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
適
用
可
能
な
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
れ
が
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
結
局
の
と
こ
ろ
宗
教
の
形
を
取
る
理

 

空
想
社
会
主
義
者
の
な
か
で
フ
ー
リ
エ
は
、
独
自
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
彼
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
既

に
他
の
思
想
家
た
ち
の
う
ち
に
萌
芽
的
に
含
ま
れ
て
い
た
考
え
方
を
詳
細
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼

に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
不
適
応
分
子
を
除
去
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
機
略
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
科
学
的
理
論
体
系
の
な
か
に
位
置

を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

我
々
は
い
わ
ゆ
る
正
義
．
．
の
感
情
が
日
々
の
そ
の
地
歩
を
失
い
、
ま
た
多
少
と
も
合
理
的
な
憐
愍
．
．
の
感
情 

 
 
 
 
 

こ
の
種
の
莫
大
な
数
の
事
実
を
我
々
は
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 

こ
う
し
た
愉
快
な
諸
氏
―
彼
ら
の
情
事
は
と
う
て
い
私
欲
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
―
の
一
人
が
、
彼
を
捨
て

よ
う
と
し
た
愛
人
を
殺
害
す
る
。
「
人
道
主
義
的
」
評
決
の
お
か
げ
で
彼
は
無
罪
放
免
さ
れ
、
社
会
に
送
り
返
さ

れ
る
。
彼
に
も
し
そ
の
気
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
名
誉
あ
る
職
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

彼
は

そ
れ
を
変
更
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、（
一
九
〇
二
年
三
月
）
当
局
は
窃
盗
容
疑
で
彼
を
逮
捕
し

た
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
窃
盗
の
被
害
者
が
、
人
類
の
こ
の
よ
う
に
興
味
あ
る
標
本
に
対
し
て
自
由
を
返
還
し

た
陪
審
員
諸
氏
に
対
し
て
、
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。 

が
地
歩
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
時
代
に
生
き
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
例
の
振
動
が
か
か
わ
っ
て
い
て
、
一
方 

の
方
向
へ
の
運
動
が
い
つ
の
日
か
逆
の
方
向
の
運
動
に
道
を
ゆ
ず
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

罪
で
三
年
間
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
。
一
八
八
三
年
六
月
一
五
日
、
メ
ル
ボ
ル
ン
で
、
彼
は
押
し
込
み
強
盗
の
罪

に
よ
っ
て
服
役
五
年
の
判
決
を
受
け
た
。
釈
放
の
何
日
か
後
に
彼
は
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
ベ
ン
デ
ィ
ー
ジ
ョ
で

逮
捕
さ
れ
、
再
び
三
年
の
入
獄
を
言
い
わ
た
さ
れ
た
。
盗
み
で
あ
っ
た
。
一
八
九
四
年
七
月
二
日
、
彼
は
（
イ
ギ

リ
ス
）
ゴ
ッ
ド
ス
ト
ン
で
押
し
込
み
強
盗
の
罪
に
よ
っ
て
三
ヶ
月
収
監
さ
れ
た
。
同
年
一
一
月
一
九
日
イ
ギ
リ
ス

で
彼
は
押
し
込
み
強
盗
に
よ
っ
て
再
び
七
年
間
の
重
労
働
に
服
役
さ
せ
ら
れ
た
。
彼
の
刑
は
一
九
〇
一
年
一
一
月

一
八
日
に
終
了
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
当
局
は
刑
の
終
了
期
限
ま
で
こ
の
善
良
な
る
人
物
を
当
り
さ
わ
り
な
く

監
獄
の
中
で
衰
弱
す
る
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
条
件
付
き
釈
放
の
法
律
に
よ
っ
て
こ

の
興
味
あ
る
人
物
を
社
会
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
〇
一
年
三
月
二
九
日
、
当
局
は
彼
を
釈

放
し
た
。
当
然
の
こ
と
、
彼
は
こ
れ
を
利
用
し
て
新
た
な
武
勲
を
立
て
る
べ
く
パ
リ
に
お
も
む
き
、
も
し
コ
ル
ブ

夫
人
が
異
常
な
激
し
さ
で
抵
抗
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
女
を
殺
害
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

後
に
、

少
な
く
と
も
死
刑
は
免
れ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
良
心
的
な
陪
審
員
諸
氏
の
仕
事
で
あ
る
。
彼

ら
は

も
明
白
な
真
実
と
は
逆
の
こ
と
を
言
い
立
て
、
こ
の
勇
敢
な
る
人
物
は
被
害
者
宅
に
泥
棒
の
た
め
に
忍
び

込
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。 
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劣
等
質
の
人
間
の
発
生
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
人
間
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
人
間
を
厄
介
払
い
す
る
方
法
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
有
害
行
為
を
妨
ぐ
方
法

を
探
し
求
め
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
何
人
も
の
改
革
家
た
ち
が
こ
の
問
題
に
関
心

を
注
い
で
き
た
。
他
方
で
、
自
然
に
心
に
浮
ん
で
く
る
一
つ
の
考
え
方
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間

は
栽
培
植
物
お
よ
び
家
畜
動
物
の
再
生
産
を
然
る
べ
く
管
理
す
る
た
め
に
多
大
の
苦
労
を
自
ら
に
課
し
て

い
る
。
で
は
何
故
に
彼
は
自
分
自
身
の
種
の
再
生
産
は
偶
然
に
委
ね
る
ほ
ど
無
謀
で
あ
る
の
か
。 

 

し
か
し
改
革
家
た
ち
―
我
々
が
社
会
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
も
っ
て
い
る
の
は
彼
ら
の
お
か
げ
な
の
で

あ
る
が
―
は
、
我
々
が
い
ま
想
定
し
た
よ
う
な
、
二
つ
の
教
え
を
も
っ
て
い
な
い
。
心
裡
留
保
と
い
う
方

法
を
用
い
、
公
衆
に
向
っ
て
言
っ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
秘
密
の
考
え
方
を
も
つ
に
は
余
り
に
誠
実
す

ぎ
る
、
熱
狂
的
な
信
奉
者
と
い
う
も
の
が
一
般
に
存
在
す
る
。
我
々
が
秘
教
的
教
え
と
し
て
分
類
し
た
動

機
が
彼
ら
に
作
用
す
る
の
は
自
覚
さ
れ
な
い
直
観
的
な
相
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と

か
ら
、
彼
ら
の
教
義
の
価
値
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
こ
の
点
を
考
慮
か
ら
外
し
て
よ
い
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。 

 

改
革
家
た
ち
が
二
つ
の
教
え
、
す
な
わ
ち
一
つ
は
公
教
的
な
も
の
、
他
方
は
秘
教
的
な
も
の
、
を
有
す

る
場
合
、
前
者
は
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
彼
ら
の
教
義
か
ら
構
成
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
福
音
の

宣
教
を
目
的
と
し
、
主
と
し
て
感
情
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
探
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
、
所
期
の
感

情
の
修
正
が
社
会
に
対
し
て
有
す
る
効
用
を
説
き
、
公
教
的
教
え
の
中
で
開
陳
さ
れ
て
い
る
議
論
は
軽
く

扱
い
、
新
し
い
宗
教
の
影
響
の
も
と
に
個
々
人
の
社
会
的
条
件
へ
の
適
応
が
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
完
全

に
な
る
こ
と
の
証
明
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
証
明
の
根
拠
は
全
く
科
学
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

経
験
が
我
々
に
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
宗
教
は
適
応
の
た
め
の

強
力
の
手
段
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。 

同
じ
よ
う
な
考
え
方
は

古
の
昔
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
る
。「
我
々
は
―
とThéognis de M

égare

は

言
う
―
よ
い
家
畜
の
仔
を
望
む
と
き
に
は
優
れ
た
品
種
の
雄
羊
、
ろ
ば
、
馬
を
探
す
の
に
、
生
れ
の
よ
い

男
で
も
、
程
度
の
悪
い
男
の
程
度
の
悪
い
娘
と
、
も
し
彼
女
が
多
く
の
財
産
を
彼
に
も
た
ら
す
な
ら
ば
、

結
婚
す
る
」(183-186)

。
プ
ラ
ト
ン
は
『
共
和
国
』(p.558)

の
な
か
で
、
動
物
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の

こ
の
よ
う
な
比
較
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
種
畜
の
選
択
は
、
人
間
の
場
合
に
も
動
物
の
場

合
と
同
じ
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
『
貴
族
論
』
の
中
で
こ
の
問
題
に
立
ち
戻
っ

て
い
る
が
、
種
畜
の
現
実
的
物
質
的
資
質
と
、
人
々
が
貴
族
と
呼
ぶ
も
の
の
想
像
上
の
資
質
と
を
混
同
し

て
い
る
。
カ
ン
パ
ネ
ラ
は
『
太
陽
の
都
』
の
中
で
、
執
政
官
の
一
人
、
愛
の
神

．
．
．
は
生
殖
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ

る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
愛
の
神
が
主
に
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
両
性
の
結
合
が
、

卓
越
し
た
子
孫
を
生
み
出
し
う
る
よ
う
な
性
質
の
個
人
の
あ
い
だ
で
、
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
人
々
は
我
々
を
嘲
笑
す
る
。
我
々
は
と
言
え
ば
、
犬
や
馬
の
品
種
を
改
良
す
る
た
め
に
は
多
大
の

労
苦
を
費
や
す
の
に
、
人
間
種
族
に
つ
い
て
は
全
く
等
閑
に
す
る
の
で
あ
る
」
。
も
っ
と
先
の
と
こ
ろ
で
は

彼
は
も
っ
と
具
体
的
に
書
い
て
い
る
。「
大
柄
で
美
し
い
女
は
逞
し
く
て
情
熱
的
な
男
と
結
ば
れ
る
。
太
っ

た
女
は
痩
せ
た
男
と
…
」
結
合
の
時
機
は
「
す
べ
て
の
星
座
が
生
殖
者
お
よ
び
未
来
の
子
に
と
っ
て
幸
先

よ
く
な
る
時
点
を
発
見
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
医
師
と
占
星
術
師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
」
そ
う
し
て

我
々
は
、
我
々
の
生
命
の
決
裁
者
と
な
っ
た
医
師
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
保
全
し
、
占
星
術
師
の
方
は
厄
介

払
い
し
て
く
れ
る
近
代
の
論
者
に
到
達
す
る
。
ド
・
ラ
プ
ー
ジ
ュ
氏
は
性
的
淘
汰
に
つ
い
て
の
一 

理
論
体
系
を
開
陳
す
る
。
何
人
も
の
謹
厳
な
医
師
た
ち
が
別
の
理
論
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で 

由
の
一
つ
で
あ
る
。 

91



 

一
般
に
、
経
済
学
法
則
あ
る
い
は
社
会
学
法
則
に
背
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
絶

対
的
不
可
能
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
通
常
、
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
に
つ
い
て
の
不
可

能
性
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
確
実
に
証
明
さ
れ
て
い
る
経
済
法
則
の
一
つ
は
グ
レ
シ
ャ
ム
の

法
則
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
。
し
か
し
も
し
諸
君
が
各
市
民
に
昼
夜
そ
れ
ぞ
れ
一

人
の
憲
兵
を
配
し
、
そ
し
て
こ
の
憲
兵
た
ち
が
信
頼
で
き
る
と
す
れ
ば
、
諸
君
は
、
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐

 

こ
の
原
理
の
適
用
は
、
あ
る
種
の
動
物
の
場
合
に
つ
い
て
も
容
易
で
は
な
い
。
厳
重
な
監
視
と
多
く
の 

 
 
 
 
 

 

困
難
は
、
生
殖
者
の
適
切
な
選
択
に
よ
っ
て
種
を
改
善
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
証
明

す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
原
理
は
我
々
が
い
ま
見
た
よ
う
に
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
困
難
は
、
こ
の
原
理
を
人
類
に
適
用
す
る
た
め
の
実
行
手
段
に
あ
る
。 

は
そ
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ
と
は
無
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

人
類
の
場
合
、
同
じ
よ
う
な
方
法
は
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
社
会
組
織
の
完
全
か
つ
根
本

的
な
変
更
を
必
要
た
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
でO

neida

の
完
全
主
義
者
た
ち
に
よ
る
小
規
模

の
実
験
が
行
な
わ
れ
た
（
１
）
。
こ
の
共
同
体
は
自
発
的
に
あ
る
厳
格
な
規
律
に
従
い
、
財
産
の
共
有
も
実

行
し
た
。
予
想
さ
れ
た
よ
う
に
こ
れ
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
三
三
年
間
続
い
た
後
、
そ
れ
は
単
な
る
株

式
会
社
に
変
っ
た
。
そ
し
て
種
の
改
善
に
つ
い
て
は
評
価
に
値
す
る
い
か
な
る
効
果
も
残
さ
な
か
っ
た
。

ノ
ル
ド
フ
（N

ordhoff

）
に
よ
れ
ば
、
若
者
た
ち
が
人
間
の
共
有
体
制
に
服
従
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

あ
か
ら
さ
ま
に
苦
痛
の
色
を
見
せ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

（
１
） 

Ｇ
・
ド
・
モ
リ
ナ
ー
リ
氏
は
、La viriculture, p.245-250

で
、
こ
の
共
同
体
の
詳
細
に
つ
い
て
若
干
の
説
明

を
与
え
て
い
る
。
「
完
全
主
義
者
に
よ
る
科
学
的
増
殖
を
支
配
す
る
規
則
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
一
．
『
実
験
』
に
参
加
す
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
る
個
々
人
の
全
く
独
自
の
選
択
。
二
．
生
殖
行
為
の
遂
行

に
関
す
る
い
く
つ
か
の
規
制･

･
･

す
べ
て
は
方
法
的
科
学
的
に
行
な
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
姿
が
よ
く
、
身
心
共
に

健
康
で
、『
実
験
』
の
規
則
に
厳
密
か
つ
誠
実
に
従
う
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
男
女
か
ら
な
る
一
集
団
が
選
ば
れ
、

こ
の
集
団
の
さ
ま
ざ
ま
の
個
人
間
で
、（O

neida

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
）
一
時
的
で
は
あ
る
が
準
合
法
的
な
結
婚

が
行
な
わ
れ
た
。
混
乱
は
生
じ
な
か
っ
た
。
」 

 

こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
大
き
な
国
に
適
用
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

飼
育
家
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

（
１
） 

同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る 

Pseudo phocylidea, 202-205.

も
参
照
。
オ
セ
ル
ス
・
ロ
カ
ヌ
ス

（O
cellus Locanus

）
、
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
が
ど
ん
な
人
物
で
あ
ろ
う
と
『
宇
宙
の

本
性
に
つ
い
て
』（D

e la nature de l’ U
nivers

）
の
著
者
は
、IV, 4

で
、
単
に
人
々
■(

ギ
リ
シ
ャ
語
一
語)

■
で
も
っ
て
大
地
を
満
た
す
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
優
秀
か
つ
善
良
な
人
々
■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一
語
）

■
で
も
っ
て
満
た
す
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
彼
ら
が
ど
う
い
う
人
間
で

あ
る
か
、
ど
う
い
う
人
間
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
お
か
ま
い
な
く
、
出
来
る
限
り
多
数
の
人
間
が
生
ま
れ
る

の
を
見
た
い
と
願
う
あ
る
種
の
現
代
人
よ
り
も
合
理
的
で
あ
る
。
彼
は
結
婚
の
た
め
の
規
則
を
示
し
て
い
る
。
Ⅳ
，

14
で
彼
は
、
馬
、
犬
、
鳥
の
生
殖
に
専
念
し
て
い
る
人
々
が
人
間
の
生
殖
に
も
同
じ
よ
う
な
関
心
を
払
わ
な
い

の
は
当
を
得
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。 

配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
が
種
を
純
粋
状
態
で
保
存
し
う
る
の
は
稀
で
あ
り
、
時
折
玄
人
の 
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し
か
し
、
我
々
を
駆
り
立
て
る
医
学
・
衛
生
学
的
熱
狂
の
こ
う
し
た
風
向
き
の
た
め
に
、
右
の
よ
う
な

馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
も
そ
れ
と
気
づ
か
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

結
婚
は
必
ず
、
子
供
を
つ
く
る
こ
と
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
た
め
に
は
相
当
の
お
め

で
た
さ
を
必
要
と
す
る
。
労
働
者
の
環
境
お
よ
び
大
都
市
に
お
い
て
不
幸
に
し
て
日
々
地
歩
を
獲
得
し
て

い
る
「
自
由
結
合
」
を
知
ら
ず
に
い
る
た
め
に
は
、
非
常
に
隔
絶
さ
れ
た
場
所
で
生
活
す
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
。
嫉
妬
深
い
夫
が
そ
の
妻
の
貞
節
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず
る
無
益
な
用
心
を
か
ら
か
う
文
学
作

品
を
全
く
知
ら
ず
に
い
る
た
め
に
は
、
何
も
読
ま
な
い
で
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
激
情
に
駆
ら
れ
て

い
る
男
が
自
分
で
は
な
し
え
な
い
こ
と
が
、
神
聖
不
可
侵
の
国
家
の
警
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
よ
う
と
す
る
。

警
官
が
妻
た
ち
の
、
…
そ
し
て
夫
た
ち
の
貞
潔
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
あ
、
ル
イ
一
四

世
欽
定
憲
章
の
す
ば
ら
し
い
証
明
書
！
合
法
的
結
婚
へ
の
あ
ら
ゆ
る
障
害
が
単
に
非
合
法
な
結
合
へ
の
激

励
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
た
め
に
は
統
計
に
は
絶
対
に
目
を
向
け
な
い
で
い
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
（
１
）
。 

 

人
々
の
好
ま
し
い
繁
殖
を
保
証
す
る
た
め
に
現
在
提
案
さ
れ
て
い
る
法
律
の
実
行
を
確
保
す
る
た
め
に

で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
手
段
は
全
く
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
の
法
律
の
主
要
な
規
定
は
、
結
婚
を

許
可
す
る
際
に
医
師
の
証
明
書
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
提
示
さ
れ
て
い
る
目
的
が
、
こ
の
証

明
書
を
発
行
す
る
任
に
あ
る
医
師
た
ち
に
影
響
力
を
獲
得
さ
せ
（
１
）
、
彼
ら
に
金
銭
上
の
利
益
を
提
供
し
、

ま
た
恐
ら
く
は
、
よ
り
微
妙
な
性
質
の
利
益
を
提
供
し
、
政
治
家
に
は
間
接
的
に
新
た
な
権
力
と
新
し
い

収
入
源
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
目
的
は
立
派
に
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
タ
マ
ニ
ー
ホ
ー
ル
に
拠
を
置
く
人
々
に
と
っ
て
、
も
し
彼
ら
が
医
師
を
自
分
た
ち
に
奉
仕
さ
せ
て
全

市
民
の
結
婚
を
牛
耳
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
金
の
な
る
木
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
も
し
提
示
さ
れ
て
い
る
目
的
が
実
際
に
人
類
の
改
良
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的

は
こ
の
よ
う
な
、
ま
る
で
子
供
っ
ぽ
い
ほ
ど
効
果
の
な
い
手
段
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
達
成
さ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 

す
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

他
方
し
か
し
、
こ
こ
に
異
常
な
も
の
は
何
も
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
宗
教
の
歴
史
は
、
信
者
に

対
し
て
経
験
に
も
理
性
に
も
全
く
反
す
る
事
柄
を
信
ず
る
よ
う
に
強
い
た
、
多
く
の
宗
教
が
存
在
し
た
こ

と
を
我
々
に
告
げ
て
い
る
。
現
代
の
人
道
主
義
的
宗
教
は
、
そ
れ
が
「
科
学
」
と
名
づ
け
る
と
こ
ろ
の
新

た
な
神
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
供
犠
を
捧
げ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
科
学
」
は
、
事
物
や
事
実
が
相
互
間
に
有
す
る
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
探
求
す
る
も
う

（
１
）
バ
イ
エ
ル
ン
及
び
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
例
を
参
照
。Cours, §261. 

（
１
） 

Forum
,

一
九
〇
一
年
八
月
号
に
お
け
る
、
軍
人
年
金
に
関
す
るE

. Leupp

氏
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。
い
わ
ゆ
る

退
役
軍
人
た
ち
は
、
国
庫
か
ら
略
奪
す
る
た
め
の
共
犯
者
を
医
師
た
ち
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
。
三
人
の
委
員

か
ら
成
る
医
療
委
員
会
は
、
僅
か
一
週
間
で
三
三
件
の
心
臓
病
を
確
認
し
た
。
こ
の
事
態
は
、
い
わ
ゆ
る
心
臓
疾

患
に
冒
さ
れ
て
い
る
こ
の
哀
れ
な
人
々
の
う
ち
の
一
二
人
が
軍
医
の
在
席
し
て
い
る
第
二
の
委
員
会
に
召
喚
さ

れ
る
に
値
す
る
ほ
ど
異
常
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
一
二
人
の
う
ち
誰
一
人
と
し
て
何
ら
か
の
器
質
的
障
害
に

冒
さ
れ
て
い
る
も
の
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。 
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富
の
分
配
は
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
場
合
に
お
い
て
は
、
人
間
の
淘
汰
と
同
じ
程
度
に
不
完
全
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。
顕
著
に
不
完
全
な
の
は
相
続
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
分
配
で
あ
る
。
実
際
、
相
続
に

よ
る
分
配
様
式
が
富
を
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を

良
の
方
法
で
使
用
す
る
人
間
に
割
り
当
て
る
も
の
で
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
相
続
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
擁
護
は
滑
稽
で
あ
る
。
相
続
に
も
か

か
わ
ら
ず
富
は
必
ず
し
も
同
じ
家
族
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
浪
費
家
の
息
子
が
欲
深
の

父
親
を
継
ぎ
、
彼
が
財
産
を
湯
水
の
如
く
に
使
い
、「
富
を
循
環
さ
せ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
富
の
蕩
尽

を
あ
る
分
配
様
式
の
利
点
に
数
え
る
た
め
に
は
あ
る
種
の
善
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

分
配
様
式
を
た
だ
矯
正
策
と
し
て
の
み
考
え
る
と
し
て
も
、
然
る
べ
く
機
能
す
る
た
め
に
は
富
を
蕩
尽
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
体
制
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
程
遠
い
と
い
う
こ
と
は
依
然
と

し
て
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
分
配
様
式
に
味
方
し
て
言
え
る
こ
と
は
た
だ
そ
れ
が
、
我
々
の
社
会
に
存
在

し
て
い
る
他
の
多
く
の
事
柄
と
同
じ
く
、
ま
だ
し
も
現
在
ま
で
に
見
出
さ
れ
た
悪
の
う
ち

も
小
な
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
善
意
の
改
良
家
た
ち
に
は
、
分
配
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
計
画
を
提
示
す
る
た
め
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
。
た
だ
彼
ら
は
、
既
に
存
在
す
る
も
の
を
批
判
す

る
と
い
う
安
易
な
仕
事
に
自
ら
を
限
定
し
て
は
な
ら
ず
、
は
る
か
に
大
き
な
困
難
を
克
服
し
、
彼
ら
が
推

奨
す
る
体
制
が
、
彼
ら
が
と
り
換
え
よ
う
と
す
る
も
の
よ
り
も
優
れ
て
お
り
、
よ
り
重
大
な
悪
弊
を
生
み

だ
さ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
鉄
道
を
よ
り
欠
点
の
少
な
い
輸
送
手
段
に
代

え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
人
々
に
も
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
に
存
在
し
て
い
る
鉄
道
を
破
壊
す

る
前
に
、
そ
れ
に
代
え
よ
う
と
望
む
新
し
い
体
制
の
利
点
を
、
経
験
が
証
明
す
る
の
を
待
つ
方
が
賢
明
で

あ
る
。 

 

生
殖
を
規
制
す
る
た
め
に
国
家
の
介
入
を
強
く
要
求
す
る
多
く
の
「
倫
理
主
義
者
」
た
ち
は
、
右
の
よ

う
な
目
的
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
行
為
に
対
し
て
も
同
じ
く
精
力
的
に
闘
争
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
家
の
み
が
全
て
の
人
々
の
た
め
に
予
見
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
各

個
人
は
先
見
の
明
が
な
く
偶
然
に
身
を
委
ね
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

外
的
強
制
が
挫
折
す
る
場
合
、
残
さ
れ
た
希
望
は
内
的
必
然
性
の
力
の
み
で
あ
る
（
１
）
。
実
際
、
性
行

為
の
結
果
の
予
見
が
個
人
道
徳
の
原
理
の
一
つ
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
種
の
可
能
な
改
善
の
方

向
に
巨
大
な
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
予
見
は
各
個
人
に
対
し
て
、
彼
が
な

ん
ら
か
の
病
気
あ
る
い
は
先
天
的
欠
陥
を
子
供
に
伝
え
る
恐
れ
が
存
在
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
子
供
を
適

切
に
育
て
る
手
段
を
彼
が
持
た
な
い
場
合
に
は
、
子
供
を
世
に
送
り
出
さ
な
い
よ
う
に
命
令
す
る
で
あ
ろ

う
。
Ｇ
・
ド
・
モ
リ
ナ
ー
リ
氏
は
、
こ
の
内
的
必
然
性
の
力
に
つ
い
て
、
人
類
の
改
善
と
の
関
連
に
お
い

て
、
例
の
高
い
見
地
か
ら
論
じ
て
い
る
（
２
）
。 

歴
史
的
進
化
―
こ
れ
は
い
か
な
る
場
合
に
も
同
一
の
形
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が

―
は
、
社
会
が
異
な
る
に
つ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
分
配
様
式
を
樹
立
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
分
配
様

式
の
う
ち
の
一
つ
を
、
そ
れ
が
「
自
然
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
変
更
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る

こ
と
は
、
い
か
な
る
価
値
も
持
た
な
い
形
而
上
学
的
論
証
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
分

一
つ
の
科
学
と
は
何
の
共
通
性
も
持
た
な
い
。 

（
２
） 

La viriculture, Paris, 1897. 

（
１
） 

Cours, §654, 1040. 
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配
様
式
を
、
そ
れ
が
進
化
の
法
則
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
変
更
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ

と
は
、
問
題
を
問
題
に
よ
っ
て
解
く
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
し
い
様
式
が
確
立
さ
れ
る
日
に
は
そ

れ
も
ま
た
「
進
化
法
則
の
産
物
」
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

後
に
、
こ
の
分
配
様
式
を
、
そ
れ
が

適
者
生
存
の
法
則
に
よ
っ
て
、
問
題
の
国
民
に
と
っ
て

も
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い

．
．
．
．
．

と
主
張
す
る
こ
と
は
、
科
学
的
推
論
を
用
い
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
誤
っ
た
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
観
察
さ
れ
解
釈
さ
れ
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
改
革
者
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
ア
プ
リ
オ
リ
な
反
論
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
彼
ら
に

は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
責
務
が
あ
る
。
一
．
彼
ら
の
命
題
は
、
理
解
し
や
す
く
明
瞭
で
正
確
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
稀
に
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
定
量
の
富
の
分
配
は
算
術
計
算
で
あ

り
、
曖
昧
な
抽
象
概
念
を
用
い
て
行
な
わ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
二
．
新
し
い
分
配
様
式
は
、
我
々
の

知
っ
て
い
る
ま
ま
の
人
間
の
性
格
と
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新

し
い
分
配
様
式
は
社
会
に
と
っ
て
外
的
な
力
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
は
一
般
に
想
定
で
き
な

い
。
社
会
の
内
的
な
力
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
力

の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
．
こ
の
よ
う
な
諸
力
は
政
府
と
呼
ば
れ
る
一
機
構
の
媒
介
に
よ
っ

て
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
分
配
形
態
は
一
定
の
政
府
形
態
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
必
要
な

政
府
形
態
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
時
点
に
お
い
て
例
え
ば
商
品
の
航
空
輸
送

シ
ス
テ
ム
を
提
案
す
る
こ
と
は
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
今
日
、
航
空
輸
送
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
は

る
か
に
実
現
が
容
易
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
政
府
形
態
が
存
在
す
る
。
も
し
人
間
の
栄
養
作
用
の
た
め

に
、
自
然
の
中
に
存
在
す
る
化
学
元
素
例
え
ば
炭
素
、
窒
素
等
を
直
接
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な

ら
ば
、
我
々
の
経
済
組
織
は
根
本
的
に
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
し
い
組
織
を
検
討
す
る
前
に
、

科
学
が
こ
れ
ら
の
元
素
を
直
接
に
消
化
吸
収
可
能
な
も
の
に
す
る
方
法
を
発
見
す
る
の
を
待
つ
ほ
う
が
安

全
で
あ
る
。
四
．
新
し
い
分
配
体
制
が
人
々
の
幸
福
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
証
明
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
幸
福
な
る
も
の
が
本
質
的
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
は
、
幸
福
た
ら
し
め
た
い
と
思
う
人
々
が
理
解
す
る
よ
う
な
幸
福
を
保
証
す
る
こ
と

で
あ
り
、
改
革
家
を
気
取
る
紳
士
が
理
解
す
る
よ
う
な
幸
福
を
保
証
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
五
．
こ
の
幸

福
は
い
く
つ
も
の
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
物
質
的
財
の
豊
富
さ
か
ら
結
果
す
る
安
寧
が

問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
我
々
が
す
で
に
述
べ
た
一
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
分
配
と
生

産
は
緊
密
に
依
存
し
て
お
り
、
一
方
の
変
化
は
他
方
に
は
ね
返
る
。
分
配
に
お
け
る
一
定
の
変
化
が
生
産

の
些
細
な
変
化
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
は
無
視
す
れ
ば
よ
い
。

既
に
そ
れ
自
体
と
し
て
優
れ
た
分
配
が
さ
ら
に
生
産
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。こ
の
場
合
に
は
、

安
寧
は
確
実
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
分
配
様
式
が
生
産
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得

る
。
そ
し
て
不
幸
な
こ
と
に
こ
れ
が

も
頻
繁
に
起
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
埋
め
合
せ
が

あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
生
産
の
減
少
の
結
果
と
し
て
の
安
寧
の
僅
か
な
減

少
で
も
、
優
良
な
分
配
様
式
か
ら
結
果
す
る
安
寧
の
増
大
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
得
る
。
六
．
我
々
が
生
活
し
て
い
る
社
会
組
織
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
正
義
お
よ
び
公
正
と
い

っ
た
い
く
つ
か
の
原
理
の
存
在
を
信
ず
る
人
々
は
、
彼
ら
の
提
案
す
る
分
配
様
式
が
そ
れ
ら
の
原
理
と
調

和
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
さ
ら
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
義
と
公
正
の
原
理
は
社
会
組
織
に

緊
密
に
依
存
し
て
い
る
と
信
ず
る
人
々
は
こ
の
よ
う
な
証
明
の
義
務
を
当
然
免
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
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直
接
的
分
配
様
式
は
逆
に
、
し
ば
し
ば
曖
昧
で
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
Ch.
ジ
ー
ド
氏
（
１
）

は
こ
れ
ま
で
提
案
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
直
接
的
分
配
の
主
た
る
方
法
に
つ
い
て
の
優
れ
た
分
析
を
提
供
し

て
い
る
。
我
々
は
知
見
の
多
く
を
彼
に
負
う
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
主
た
る
様
式
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
各
人
に
等
し
い
分
け
前
を
、
各
人
に
そ
の
必
要
に
応
じ
て
の
分
け
前
を
、
各
人
に
そ
の
功
績

に
応
じ
て
の
分
け
前
を
、
各
人
に
そ
の
労
働
に
応
じ
て
の
分
け
前
を
、
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
だ
け
が

考
え
ら
れ
う
る
分
配
様
式
の
す
べ
て
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
彼
は
ま
ち
が
っ
て
お
り
、

発
明
者
た
ち
の
豊
か
な
想
像
力
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
信
奉
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、「
超
人
」

は
全
て
を
持
つ
に
ち
が
い
な
く
、
大
衆
は
ほ
と
ん
ど
何
も
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
の
極
に
お
い
て
、

頽
廃
的
博
愛
の
教
義
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
を
、
弱
者
、
無
能
力
者
、
悪
徳
者
に
与
え
る
に
至
る
。
分
配
の

基
礎
と
し
て
頭
蓋
骨
の
形
状
と
毛
髪
の
色
を
採
用
す
る
人
類
学
派
も
存
在
す
る
。
他
に
も
多
く
の
公
式
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
種
の
事
物
は
抽
選
で
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
土
地
に
つ
い
て
古
典
古
代
に
お
い
て
広
く
実
際
に
行
な
わ
れ
た
分
配
様
式
で
あ
り
、
今
日
で
も
、

あ
る
種
の
小
さ
な
私
的
社
会
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
人
は
ま
さ
に
分
け
前

を
平
等
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
あ
る
種
の
事
物
を
受
け
取
る
確
率
を
平
等
化
す
る
こ
と
を

め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
幾
人
か
が
宝
く
じ
券
を
購
入
す
る
際
に
協
力
し
あ
い
、
そ
し
て

彼
ら
が
分
割
不
能
の
あ
る
対
象
を
獲
得
し
た
場
合
、
彼
ら
は
当
り
く
じ
の
所
有
者
が
誰
で
あ
れ
、
も
う
一

度
く
じ
を
引
く
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

次
に
い
く
つ
か
の
方
式
は
間
接
的
に
し
か
分
配
を
変
え
な
い
。
分
か
り
や
す
く
、
経
験
に
基
づ
く
大
多

数
の
方
式
は
こ
の
部
類
に
入
る
。
土
地
の
国
有
化

．
．
．
方
式
と
集
団
所
有
方
式
は
こ
れ
に
属
す
る
。
少
な
く
と

も
、
集
団
所
有
方
式
を
全
て
に
、
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
小
さ
な
も
の
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
は
せ
ず
に
、

主
要
な
資
本
に
の
み
限
定
す
る
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
式
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
議
論

が
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
科
学
的
体
系
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
異
論
の
余
地
が
な
い
。 

分
配
の
公
式
は
す
べ
て
ま
ず
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
は
分
か
り
や
す
く

明
瞭
で
正
確
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
理
性
に
訴
え
る
。
他
方
は
分
か
り
に
く
く
曖
昧
で
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が

な
い
。
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
感
情
に
訴
え
る
。 

彼
ら
は
そ
の
代
り
に
も
う
一
つ
別
の
問
題
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
分
配
様
式
は

人
々
が
同
意
す
る
正
義
と
公
正
の
原
理
を
変
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。こ
の
変
化
は
一
般
に
人
々
の
幸
福
に
、

そ
し
て
多
分
生
産
に
も
は
ね
返
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
効
果
が
、
優
良
と
さ
れ
る
新
し
い

分
配
様
式
の
効
果
と
釣
合
う
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

我
々
が
い
ま
紹
介
し
た
よ
う
な
、
分
配
の
客
観
的
方
式
は
完
全
に
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
事
物
の
あ

い
だ
に
一
定
の
関
係
を
確
立
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
的
命
題
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。

各
人
に
平
等
の
分
配
を
、
と
い
う
公
式
も
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
こ
の
公
式

は
明
瞭
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
適
用
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
Ch.
ジ
ー
ド
氏
は
そ
れ

を
「
子
供
っ
ぽ
い
分
配
様
式
」
と
言
う
。
我
々
に
は
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ず
っ
と
昔
で
あ

れ
ば
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
彼
は
言
う
。「
し
か
し
我
々
の
社
会
に
あ
っ
て
は
そ

 

（
１
） 

Principes d´éc. pol., 6
e edition, p.414. 
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我
々
が
欲
求
．
．
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ま
ず
、
少
な
く
と
も
気
ま
ぐ
れ
な
欲
求
あ
る
い
は
犯
罪
的
な
欲
求

を
除
外
し
た
何
か
あ
る
も
の
を
暗
に
意
味
さ
せ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
年
と
っ
た
イ
ン
ド
人
が
死
の

床
に
あ
る
彼
を
看
護
し
て
い
る
善
良
な
修
業
者
に
、
小
さ
な
子
供
の
手
を
食
べ
た
い
と
要
求
し
た
と
い
う

逸
話
が
知
ら
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
欲
求
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

合
法
的

．
．
．
欲
求
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
、
こ
う
し
た
欲
求
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
度
は
、
こ
の
「
合

法
的
」
と
い
う
用
語
の
う
ち
に
困
難
が
存
す
る
。
合
法
的
欲
求
と
非
合
法
的
欲
求
と
は
ど
の
よ
う
に
区
別

す
る
の
か
。
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲
料
に
対
す
る
欲
求
は
合
法
的
で
あ
る
か
。
禁
酒
主
義
者
は
否
と
答
え
、
そ

う
で
な
い
人
は
了
と
す
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲
料
に
対
す
る
欲
求
は
ど
の
よ
う
な
国
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
々
は
酔
わ
せ
る
飲
み
物
を
獲
得
す
る
た
め
に
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
の

素
材
を
発
酵
さ
せ
る
方
法
を
発
明
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
あ
る
欲
求
の
合
法
性
を
そ
の
一
般
性
に

よ
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
欲
求
が
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
っ
て
も
そ
の
合
法

性
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
満
足
さ
れ
る
に
値
す
る
欲
求
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
定
の
権
威
が
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
各
人
に

は
そ
の
欲
求
に
応
じ
て
、
と
い
う
公
式
は
か
く
し
て
、
各
人
に
は
権
威
が
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
、

と
い
う
別
の
公
式
に
変
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
公
式
の
価
値
は
権
威
の
価
値
に
等
し
く
な
る
。
次
に
、

 

欲
求
．
．
、
功
績
．
．
、
労
働
．
．
と
い
っ
た
用
語
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
分
配
方
法
の
基
礎
と
す
る

た
め
に
精
密
化
し
よ
う
と
す
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
理
解
が
難
し
く
な
る
も
の
で
あ
る
。 

「
功
績
に
応
じ
て
各
人
に
」
の
よ
う
な
、
分
配
の
主
観
的
方
式
は
一
般
に
、
非
常
に
分
り
に
く
く
曖
昧

で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。
こ
う
し
た
公
式
を
検
討
し
て
も
、
我
々
が
示
し
た

も
重
要
な
研
究
、す
な
わ
ち
公
式
の
用
語
が
意
味
す
る
も
の
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
究
を
、

完
成
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
し
あ
る
公
式
が
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
公
式
が
表
示
せ
ん
と
す
る
分
配
様
式
の
効
果
を
予
測
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。 

れ
は
無
分
別
な
こ
と
で
あ
り
、
今
日
で
は
も
は
や
革
命
的
社
会
主
義
者
、
平
等
分
配
主
義
者

．
．
．
．
．
．
．
の
あ
い
だ
で

さ
え
そ
の
よ
う
な
主
張
は
行
な
わ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
主
義
体
系

の
根
本
に
は
こ
の
よ
う
な
過
度
の
単
純
化
傾
向
の
幾
分
か
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
実
際
の
と

こ
ろ
多
少
と
も
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
富
が
非
常
に
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て

お
り
、
一
方
は
あ
ま
り
に
多
く
所
有
し
他
方
は
あ
ま
り
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
治
療
策
は
き

わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
貧
乏
人
に
与
え
る
た
め
に
金
持
ち
か
ら
取
り
上
げ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
」（p.415

）
。
こ
の
分
配
様
式
は
、
貧
乏
人
た
ち
が
自
由
に
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
富
の
総
量
を
き

わ
め
て
僅
か
し
か
増
加
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
１
）
。
我
々
は

こ
の
分
配
様
式
が
生
産
に
及
ぼ
す
致
命
的
結
果
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
い
で
お
く
。 

（
１
） 

Cours, §967.

「
一
八
九
〇
年
に
プ
ロ
シ
ア
で
は
一
〇
二
〇
万
七
八
九
二
件
の
所
得
が
あ
り
、
総
額
九
三
六
億
六

千
百
万
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
全
所
得
を
平
等
平
均
す
る
と
九
一
七
マ
ル
ク
に
す
ぎ
な
い
。
金
持
ち
の
財
産
を
貧
乏

人
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貧
乏
人
の
生
活
条
件
を
大
い
に
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
す
る
人
々
の

幻
想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
的
多
い
所
得
を
四
八
〇
〇
マ
ル
ク
に
押
さ
え
、

そ
の
差
額
を
、
所
得
が
四
八
〇
〇
マ
ル
ク
以
下
の
人
々
に
配
分
す
る
と
、
彼
ら
が
受
け
取
る
の
は
数
マ
ル
ク
に
す

ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」 
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こ
う
し
た
困
難
を
避
け
る
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
は
一
般
的
な
い
し
は
社
会
的
な
一
欲
求
を
想

像
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
欲
求
に
つ
い
て
際
限
な
く
論
じ
た
が
、
そ
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
多
少
と
も
理
解
可
能
な
お
し
ゃ
べ
り
の
も
と
に
浮
び
上
っ

て
来
る
の
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
一
方
で
贅
沢
に
対
す
る
欲
求
が
一

定
数
の
人
々
に
お
い
て
満
足
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
非
常
に
さ
し
迫
っ
た
欲
求
が
そ
の
他
の
人
々
に

お
い
て
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
享
受
に
お
け
る
不
平
等
が
存
在
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

 

価
格
と
い
う
も
の
を
存
続
さ
せ
、
一
定
量
の
貨
幣
を
分
配
す
る
場
合
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
各
人
に

等
し
い
分
け
前
を
、
と
い
う
公
式
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
若
干
の
是
正
措
置
、
例
え
ば
病
人
や
、

異
常
な
食
欲
を
も
っ
た
人
に
は
異
な
る
分
け
前
を
与
え
る
と
い
っ
た
措
置
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。 

あ
る
種
の
欲
求
は
い
く
つ
も
の
複
数
の
方
法
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
価
格
機
構
が
あ
る
一
つ
の
選
択
を
な
す
の
に
貢
献
し
て
い
る
。

こ
の
機
構
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
、
何
を
そ
れ
に
代
置
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
同
じ
町
の
中
で
も
、

ろ
う
そ
く
で
明
り
を
取
る
人
も
あ
れ
ば
、
菜
種
油
、
石
油
、
ガ
ス
、
電
気
と
い
っ
た
も
の
で
明
り
を
取
る

人
も
い
る
。
各
人
が
好
み
と
価
格
に
よ
っ
て
そ
の
明
り
へ
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
う
ち

か
ら
一
つ
を
選
択
し
て
い
る
。
各
人
に
対
し
て
そ
の
欲
求
に
応
じ
て
経
済
的
財
を
分
配
す
る
任
に
当
る
社

会
的
権
威
は
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
選
択
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

シ
ス
モ
ン
デ
ィ
，
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
，
そ
の
他
多
く
の
論
者
は
社
会
に
つ
い
て
、
あ
る
一
定
の
領
域

を
利
用
す
る
一
人
の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
あ
る
種
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
観
点
か
ら
は
馬
鹿
げ
て
も
い
る
。
あ
る
一
人
の
人
間
は
、
あ
る
所

与
の
時
点
に
お
い
て
、
あ
る
一
つ
の
感
情
を
経
験
す
る
か
、
あ
る
い
は
経
験
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
。
あ
る
一
つ
の
社
会
に
つ
い
て
は
し
か
し
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
人
の
人
間
が
同
一

の
時
点
に
お
い
て
牡
蠇
を
食
い
た
い
と
欲
し
、
か
つ
欲
し
な
い
こ
と
、
ワ
イ
ン
を
保
存
し
て
お
く
よ
り
も

飲
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
欲
し
、
か
つ
飲
ん
で
し
ま
う
よ
り
も
保
存
し
て
お
き
た
い
と
欲
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
社
会
の
中
に
は
ま
さ
に
牡
蠇
の
好
き
な
人
も
い
れ
ば
牡
蠇
の
嫌
い
な
人
も
い

る
で
あ
ろ
う
し
、
気
前
の
よ
い
人
も
い
れ
ば
け
ち
な
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
社
会
が
同
質
的
な
一
全

体
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
も
し
人
々
が
た
が
い
に
正
確
に
類
似
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
全
員
が
同
じ
時

に
同
じ
よ
う
な
感
情
を
経
験
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
分
配
問
題
は
非
常
に
単
純
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

分
配
問
題
の
複
雑
さ
は
ま
さ
に
、
同
じ
よ
う
な
人
間
に
対
し
て
で
は
な
く
、
嗜
好
、
力
、
品
性
、
適
性
、

徳
性
、
悪
徳
、
欠
点
等
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
人
間
に
対
し
て
、

大
の
安
寧
を
供
給
す
る
と
い

う
課
題
か
ら
生
ず
る
。
か
く
し
て
、
我
々
が
既
に
論
じ
た
斉
一
性
の
問
題
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
あ
る

社
会
的
欲
求
は
、
社
会
的
有
用
性
、
社
会
的
生
産
性
、
お
よ
び
そ
の
他
多
く
の
抽
象
の
産
物
と
結
び
つ

い
て
い
る
。
リ
ス
ト
（List

）
は
、
社
会
的
有
用
性
に
由
来
す
る
、
あ
る
新
た
な
社
会
権
を
自
ら
発
見
し

た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
こ
の
社
会
権
の
本
性
に
つ
い
て
我
々
に
明
瞭
に
説
明
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
全
く
怠
慢
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
は
社
会
に
と
っ
て
リ
ス
ト
に
は
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
別
の
人
間
は
別
様
に
考
え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
、
各
人
に
そ
の
欲
求
に
応
じ
て
、
と
い
う
公
式
は
前
と
同
じ
く
、
そ
の
公
式
の
形
而
上
学
的

擬
装
、
す
な
わ
ち
、
各
人
に
等
し
い
分
け
前
を
、
但
し
一
定
の
是
正
と
と
も
に
、
と
い
う
公
式
に
な
る
。 
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客
観
的
意
味
を
採
用
す
れ
ば
、
分
配
は
、
生
産
者
が
個
々
別
々
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ほ

と
ん
ど
現
行
の
様
式
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
す
る
対
象
の
価
格
を

受
け
取
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
生
産
物
を
作
り
上
げ
る
の
に
何
人
も
の
人
間
が
協
力
し
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
生
産
物
の
価
格
は
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。こ
の
場
合
に
は
も
は
や
我
々

の
原
理
は
役
に
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
人
．
．
の．
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
一
人
の
人
間
の
功
績
と

労
働
と
を
表
示
す
る
対
象
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
分
配
問
題
を
解
決

す
べ
く
試
み
た
の
が
集
産
主
義
で
あ
る
。 

種
の
論
者
た
ち
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
あ
る
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
問
題
を
見
え
な
く
す
る
。
彼
ら
は
、
人
間
は
す
べ
て
正
確
に
類
似
的
な
存
在
で
あ
り
、
一
社

会
を
構
成
す
る
全
員
が
一
人
の
人
間
の
よ
う
に
思
考
し
感
じ
る
、
と
敢
え
て
明
示
的
に
言
明
す
る
こ
と
は

な
い
。
彼
ら
は
社
会
を
一
人
の
人
間
に
た
と
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
に
そ
う
し
た
こ
と
を
仮
定
す
る
の
で

あ
る
。 

功
績
．
．
と
い
う
用
語
は
欲
求
．
．
よ
り
も
さ
ら
に
一
層
曖
昧
で
あ
る
。
功
績
．
．
お
よ
び
労
働
．
．
と
い
う
用
語
は
二
重

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
客
観
的
な
意
味
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
功
績
を
持
っ
た
、
あ
る
い
は

労
働
し
た
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
主
観
的
な
意
味
に
お
い
て
は
そ

れ
ら
は
こ
う
し
た
人
間
が
払
っ
た
苦
労
、
彼
ら
の
な
し
た
犠
牲
、
彼
ら
の
な
し
た
努
力
に
対
し
て
適
用
さ

れ
る
。 

主
観
的
意
味
を
採
用
す
れ
ば
、
何
人
も
の
人
間
が
一
つ
の
対
象
を
生
産
す
る
た
め
に
協
力
す
る
場
合
に

も
こ
の
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
不
幸
な
こ
と
に
、
功
績
と
努
力
を
ど
の
よ
う

に
測
定
し
比
較
す
る
の
か
、
さ
ら
に
は
実
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
用
語
が
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、

に
つ
い
て
我
々
は
全
く
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

Ch.
ジ
ー
ド
氏
は
（
１
）

は
、
各
人
に
は
そ
の
労
働
に
応
じ
て
、
と
い
う
公
式
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
、
次
の

よ
う
に
適
切
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「
各
人
の
報
酬
を
彼
の
な
し
た
労
苦
、
彼
が
証
明
し
た
熱
意
．
．
に
比
例
さ

せ
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
彼
の
身
体
的
知
的
能
力
の
優
劣
、
ま
た
彼
の
労
働
を
よ
り

効
果
的
に
し
た
り
非
効
率
に
し
た
り
し
う
る
運
不
運
と
は
切
り
離
し
て
適
用
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

…
こ
れ
は
我
々
が
ま
さ
に
神
の
正
義
に
つ
い
て
抱
く
と
こ
ろ
の
観
念
と
同
じ
で
あ
る
。
神
の
正
義
は
人
々

に
対
し
て
、
彼
ら
が
な
し
た
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
が
な
そ
う
と
欲
し
た
こ
と
に
従
っ
て
報
酬
と
罰

を
配
分
し
、
結
果
で
は
な
く
意
図
を
重
視
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
な
ら
ぬ
身
の

我
々
は
結
果
に
よ
っ
て
の
み
意
図
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
労
働
に
投
入
さ
れ

た
熱
意
を
労
働
時
間
に
よ
っ
て
測
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
危
険
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
測

定
さ
れ
う
る
の
は
怠
惰
の
度
合
だ
け
で
あ
る
。
」 

ひ
と
た
び
こ
の
道
に
進
む
や
、
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
、
と
り
わ
け
経
済
的
財
の
費
用
．
．
は
労
働
の
み
で

あ
る
と
信
じ
て
、
ま
す
ま
す
作
り
話
の
領
域
に
落
ち
込
み
、
誤
謬
に
誤
謬
を
重
ね
て
い
る
。 

各
人
に
は
そ
の
功
績
に
応
じ
て
、
と
い
う
公
式
は
ま
さ
に
こ
の
功
績
．
．
と
い
う
用
語
の
意
味
の
不
明
確
さ

の
故
に
、
分
配
を
め
ぐ
る
重
要
な
諸
問
題
を
何
一
つ
解
決
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
理
的
問
題
の
一
つ
は
、

主
要
な
問
題
で
は
な
い
が
、
貯
蓄
を
し
そ
れ
を
資
本
に
変
え
た
人
物
が
生
産
物
の
一
部
を
受
け
取
る
の
が

（
１
） 

Princ. d´ec. Pol., p.432-433. 
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良
識
あ
る
人
々
が
か
く
も
空
疎
で
内
容
に
乏
し
い
公
式
を
賞
賛
で
き
る
と
は
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
。

 
 

 
 

 

あ
ら
ゆ
る
仕
事
に
そ
の
報
酬
を
。 

 

あ
ら
ゆ
る
能
力
に
そ
の
適
所
を 

 

生
れ
の
特
権
は 

消
え
た
！ 

 

サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
、
努
力
に
対
す
る
報
酬
と
目
的
達
成
に
対
す
る
報
酬
と
を
和
解
さ
せ
よ

う
と
試
み
た
。
彼
ら
は
そ
の
公
式
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
（
１
）
。「
貴
方
が
た
全
て
、
熱
意
あ
る
男

女
、
天
上
と
地
上
の
人
民
は
歓
喜
の
叫
び
、
歓
喜
の
歌
声
を
発
す
る
。
」 

 

か
く
も
馬
鹿
げ
た
体
系
が
い
か
に
し
て
真
面
目
に
提
案
さ
れ
う
る
の
か
。
全
く
単
純
に
、
こ
う
し
た
結

果
に
つ
い
て
考
え
る
者
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
に
、
何
も
せ
ず
に
多
大
の
富
を
享
受
す
る
人
々
が

お
り
、
他
方
に
と
て
つ
も
な
い
苦
労
を
し
な
が
ら
餓
死
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
を
、
こ
の
主
張
の
支
持
者

た
ち
は
考
え
る
。
こ
れ
は
「
正
し
く
」
な
い
と
彼
ら
は
思
い
、
平
等
を
う
ち
立
て
た
い
と
願
う
。
し
か
し
、

共
産
主
義
に
は
ま
る
こ
と
は
欲
し
な
い
の
で
、
多
少
と
も
曖
昧
な
公
式
で
そ
の
原
理
を
包
み
隠
そ
う
と
試

み
る
。 

 

労
苦
、
努
力
等
に
よ
る
分
配
は
確
実
に
生
産
を

小
限
度
に
ま
で
減
少
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
、

大
限
を
保
証
す
る
諸
条
件
に
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

大
限
の
生
産
を

達
成
す
る
た
め
に
は
、
各
人
が
自
分
の

も
よ
く
知
っ
て
い
る
仕
事
、
自
分
に

も
適
し
た
仕
事
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
が

も
努
力
を
し
な
い
の
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
お
い
て
で
あ
り
、

結
果
と
し
て

も
報
わ
れ
な
い
の
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
知
る
と
こ
ろ

も
少
な
く

も
適
性
に
乏
し
い
仕
事
に
向
う
で
あ
ろ
う
。
大
工
が
鍛
冶
屋
を
、
鍛
冶
屋
が
大
工
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
双
方
と
も
よ
り
多
く
苦
労
す
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
と
し
て
よ

り
よ
く
報
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
体
制
の
も
と
で
は
、
人
々
は
自
ら
を
教
育
し
な
い
よ
う

に
、
自
ら
の
仕
事
、
技
術
、
職
業
を
習
得
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
知
識
を
身
に
つ
け
る
に
応
じ
て
、
ま
た
よ
り
上
手
に
働
き
苦
労
が
少
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
報
酬

が
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ぞ
神
の
王
国
！
こ
れ
ぞ
福
音
！ 

目
的
達
成
と
は
無
関
係
に
、
労
苦
と
努
力
に
対
す
る
報
酬
を
「
正
義
」
の
理
想
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
理
想
は
生
産
力
の
発
展
と
は
両
立
し
え
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。 

妥
当
な
の
か
、
受
け
取
ら
な
い
の
が
妥
当
な
の
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
公
式
は
こ
の
点

に
つ
い
て
何
も
明
ら
か
に
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
人
物
が
功
績
を
有
す
る
か
否
か
が
こ
の
場
合
に
は
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
見
解
は
分
れ
て
い
る
。
一
方
の
論
者
た
ち
は
彼

に
い
か
な
る
功
績
も
否
定
し
、
他
方
の
論
者
た
ち
は
多
大
の
功
績
を
認
め
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
の
何
ら
か
の
可
能
性
の
た
め
に
は
ま
ず
功
績
．
．
と
い
う
用
語
が
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て

ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
な
ら
ば
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
我
々

の
好
奇
心
は
満
足
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
我
々
は
、
こ
れ
の
方
が
は
る
か
に
重
要
な

の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
配
様
式
の
経
済
的
社
会
的
効
果
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
知

り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

Recueil de prédications, p.11. 
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「
能
力
」
と
は
何
か
。
そ
の
適
所
を
い
か
に
し
て
認
定
す
る
の
か
。
あ
る
業
績
に
対
す
る
報
酬
と
は
正
確

に
は
い
か
な
る
も
の
か
。
ダ
ン
テ
は
あ
る
能
力
を
も
っ
て
い
た
。
彼
の
時
代
の
あ
る
靴
屋
は
別
の
あ
る
能

力
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
能
力
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
そ
の
「
適
所
」
を
い
か
に
し
て
指
定
す
る
の

か
。
政
治
家
、
嘘
つ
き
、
阿
諛
追
従
家
の
、
拙
い
ソ
ネ
ッ
ト
を
も
の
す
連
中
の
「
能
力
」
を
我
々
は
ど
こ

に
置
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
一
つ
の
選
択
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
困
難
が
横
た

わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
困
難
を
除
去
す
る
の
に
、
す
べ
て
の
能
力
に
そ
の
適
所
を
、
と
い
う
公
式
は

我
々
を
全
く
助
け
て
く
れ
な
い
。
も
う
一
つ
の
公
式
、
す
べ
て
の
仕
事
に
そ
の
報
酬
を
、
に
つ
い
て
も
全

く
同
じ
こ
と
を
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
人
間
が
動
詞avoir

の
活
用
表
を
一
万
回
書
き
写
し

て
楽
し
む
場
合
、
彼
は
相
当
な
仕
事
を
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
仕
事
は
い
か
な
る
報
酬
に
値
す

る
の
か
。こ
こ
に
二
人
の
人
間
が
い
る
と
す
る
。
一
人
は
の
ど
が
か
わ
い
て
い
て
食
べ
る
物
を
与
え
ら
れ
、

も
う
一
人
は
飢
え
て
い
て
飲
み
物
を
与
え
ら
れ
る
と
す
る
。
食
べ
物
を
与
え
る
と
い
う
仕
事
と
飲
み
物
を

与
え
る
と
い
う
仕
事
、
こ
の
二
つ
の
仕
事
は
何
の
報
酬
も
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に

「
値
す
る
」
と
は
ほ
と
ん
ど
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
の
ど
が
か
わ
い
て
い
る
人
間
に
飲
み
物
を
、
飢
え
て

い
る
人
間
に
食
べ
物
を
与
え
る
な
ら
ば
、「
仕
事
」
そ
の
も
の
は
先
と
同
じ
で
あ
る
が
、
今
度
は
「
当
然
受

く
べ
き
」
報
酬
を
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
。 

 

社
会
組
織
の
問
題
は
、
正
義
に
つ
い
て
の
多
少
と
も
曖
昧
な
理
想
に
基
づ
く
宣
言
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ

う
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
目
的
に
対
し
て
手
段
を
比
例
さ
せ
る
方
法
、
そ
し
て
各
人
に
つ
い
て
は
、
享

受
に
対
し
て
努
力
と
労
苦
を
比
例
さ
せ
る
方
法
を
発
見
し
、
結
果
と
し
て

小
の
労
苦
と
努
力
に
よ
っ
て

大
多
数
の
人
々
に

大
の
安
寧
を
保
証
す
る
た
め
の
、
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る
の

で
あ
る
（
１
）
。 

 
 （

１
） 

課
題
に
つ
い
て
の
こ
の
言
明
は
精
密
厳
正
と
い
う
こ
と
か
ら
は
程
遠
い
。
そ
の
た
め
に
は
純
粋
経
済
学
を
俟
た
ね

ば
な
ら
な
い
。 
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次
に
現
在
組
織
の
欠
陥
は
十
分
に
、
然
る
べ
く
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
残
る
課
題
は

 

こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
、
改
革
家
た
ち
の
仕
事
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず

そ
れ
は
明
ら
か
に
欠
陥
を
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
欠
陥
は
主
に
我
々
の

人
間
性
感
情
と
衝
突
す
る
の
で
、
こ
の
感
情
の
昴
揚
を
目
的
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
ら
教
義
に
宗

教
的
形
態
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

人
々
の
有
す
る
諸
制
度
は
、
我
々
が
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
よ
う
に
、
完
全
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
程
遠
く
、

そ
の
欠
陥
は
多
数
で
あ
り
、
時
に
は
ひ
ど
い
欠
陥
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
そ
れ

ら
を
免
罪
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
理
由
を
、
大
部
分
の
人
が
知
ら
な
い
だ
け
に
一
層
、
我
々
の
感

情
を
傷
つ
け
る
。 

 

人
間
の
集
団
の
内
部
に
は
淘
汰
と
分
配
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
様
式
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

前
章
で
立
て
ら
れ
た
問
題
は
多
少
と
も
粗
雑
な
形
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
事
実
上
解
決
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
人
々
は
大
抵
の
場
合
、
彼
ら
の
諸
制
度
と
こ
の
問
題
と
の
関
連
を
自
覚
し
て
は
い
な
い
。 

 

第
十
一
章 

 

混
合
体
系 

■
（
訳
注 : 

本
来
は
第
十
章
で
あ
る
が
、
印
刷
上
の
ミ
ス
に
よ
り
、
第
十
一
章

と
な
っ
て
い
る
。
）
■ 

習
慣
的
に
用
い
ら
れ
る
、「
こ
れ
の
後
に
、
従
っ
て
こ
れ
の
故
に
」
（post boc, ergo propter boc 

）
と
い
う
論
証
―
社
会

の
悪
は
こ
の
よ
う
に
し
て
単
な
る
随
伴
的
な
事
柄
に
帰
せ
ら
れ
る
―
労
働
の
統
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
の
理
論
の
起
源
な

る
も
の
―
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
、
マ
ル
ク
ス
の
剰
余
価
値
の
理
論
―
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
回
答
―
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
と

そ
の
思
想
―
協
同
団
体
（Les sociétés coopératives

）
―
媒
介
者
に
つ
い
て
の
Ｊ
・
Ｂ
・
セ
ー
の
誤
謬
―
労
働
交
換
銀
行

―
一
階
級
全
体
に
社
会
主
義
体
系
と
し
て
の
形
式
を
与
え
る
宗
教
的
・
社
会
的
運
動
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
教
義
―
本

質
的
に
宗
教
的
な
そ
の
教
義
―
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
実
証
主
義
―
そ
れ
は
実
験
的
科
学
と
信
仰
と
の
分
離
の
道
へ
の
後

退
で
あ
る
―
一
つ
の
倫
理
を
創
造
す
る
と
い
う
そ
の
主
張
―
そ
れ
は
科
学
的
ロ
マ
ン
へ
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
、
宗
教
的
感
情

の
表
出
の
新
し
い
形
式
に
す
ぎ
な
い
―
そ
れ
は
、
人
々
が
感
情
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
彼
ら
の
制
度
は
時
間
空

間
に
依
存
的
な
価
値
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
―
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
し
い
こ

の
原
理
か
ら
誤
っ
た
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
―
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
―
彼
は
し
ば
し
ば
理
性
よ
り
も
教
条

ド
グ
マ

に
訴
え
る

―
彼
の
偉
大
な
る
存
在

．
．
．
．
．
．
の
宗
教
―
数
に
関
す
る
彼
の
戯
言
―
権
威
に
基
づ
く
命
題
は
論
理
に
基
づ
く
命
題
と
同
じ
基
準
に
よ

っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
―
コ
ン
ト
の
体
系
の
経
済
学
的
部
分
―
労
働
者
の
給
与
に
つ
い
て
の
素
朴
な
誤
謬
―
計
画

の
実
現
に
関
す
る
彼
の
幻
想
―
西
欧
諸
国
の
政
府
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
ト
ル
コ
政
府
に
対
す
る
彼
の
讃
辞
―
サ

ン
・
シ
モ
ン
の
も
の
に
類
す
る
体
系
に
つ
い
て
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
す
ぐ
れ
た
指
摘
―
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
―
彼
は
コ

ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
一
つ
の
宗
教
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
―
彼
の
神
は
人
類
で
あ
る
―
カ
ベ
ー
と
『
イ
カ
リ
ア
へ
の
航
海
』

―
彼
の
原
理
は
博
愛
で
あ
る
―
プ
ル
ー
ド
ン
に
よ
る
批
判
―
そ
の
教
義
の
漠
然
た
る
性
格
―
そ
の
教
義
は
詩
的
宗
教
的
な
曖

昧
な
渇
望
を
満
足
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
―
連
帯
―
ラ
サ
ー
ル
―
賃
金
鉄
則
と
景
気
の
理
論
―
生
産
協
同
団
体
―
ラ
サ
ー
ル
の

煽
動
の
政
治
的
性
格
―
労
働
権
―
フ
ー
リ
エ
の
自
然
権
―
労
働
権
を
正
当
化
す
る
た
め
の
擬
似
法
学
的
考
察
―
前
文
と
労
働

権
に
つ
い
て
の
彼
の
理
論
―
法
学
的
帰
結
は
想
像
さ
れ
る
も
の
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
―
科
学
的
観
点
―
ル
イ
・
ブ

ラ
ン
―
国
立
作
業
所
―
問
題
の
困
難
さ
と
、
そ
の
解
決
の
不
完
全
さ 
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対
策
を
求
め
ら
れ
て
い
る
悪
と
併
在
す
る
い
く
つ
か
の
事
実
は
、
社
会
的
諸
事
実
の
う
ち
の
一
部
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
（
１
）
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
社
会
組
織
の
細
部
の
形
で
、
客
観
的
に
考
察
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
事
実
に
対
応
す
る
感
情
の
形
で
、
主
観
的
に
考
察
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
あ
る
種
の
論
者
た
ち
は
事
実
を
変
え
る
た
め
に
こ
の
感
情
に
働
き
か
け
よ
う
と
し
、
別
の
論
者

た
ち
は
、
こ
れ
の
方
が
数
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
感
情
を
変
え
る
た
め
に
事
実
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
。 

 

こ
の
推
論
に
よ
っ
て
人
は
多
少
と
も
高
い
所
ま
で
昇
る
こ
と
が
で
き
る
。Post 

hoc

（
こ
れ
の
後
に
）

は
全
体
と
し
て
の
社
会
組
織
に
関
係
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
人
は
一
定
の
社
会
組
織
と
一
定
の
非
難

す
べ
き
事
実
と
を
同
時
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
者
は
後
者
の
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
後
者
を
根
絶
す
る
た
め
に
は
前
者
を
廃
絶
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
然
状
態

．
．
．
．
に
還
帰
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ル
ソ
ー
、
モ
レ
リ
ー
、
ブ
リ
ソ
・
ド
・
ヴ
ァ
ル
ヴ
ィ
ル
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ

ー
ウ
ェ
ン
等
の
思
索
の
根
本
に
、
多
少
と
も
明
示
的
に
、
そ
し
て
あ
る
強
度
を
も
っ
て
存
在
す
る
と
こ
ろ

の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
さ
ら
に
、

も
明
白
な
事
実
に
さ
か
ら
っ
て
未
開
人
の
運
命
の
方
を

「
資
本
主
義
」
社
会
に
お
け
る
労
働
者
の
運
命
の
上
位
に
置
く
、
近
代
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
宣
言
に
も

着
想
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
極
端
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
る
と
、
結
局
純
粋
な
夢
想
に
到
達
す

る
。
な
ぜ
な
ら
人
は
社
会
を
破
壊
す
る
こ
と
に
は
真
面
目
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
体
系
に
お
い
て
は
そ
れ
ゆ
え
形
而
上
学
的
部
分
が
支
配
的
で
あ
り
、
科
学
的
部

分
は
皆
無
か
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

に
関
連
さ
せ
な
い
の
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
の
増
加
を
示
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
数
を
起
訴
数
の
増
加
と
何
故 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
商
業
の
相 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
類
販
売
店
数
の
増
加
は
、
輸
出
、
書
簡
、
電
報
の
数
も
増
加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
て
の
次
の
統
計
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
お
得
意
の
統
計
を
こ
こ
で
止
め
る
の
か
。
彼
は
ベ
ル
ギ
ー
に
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
の
す
べ
て
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
し
て
こ
の
著
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
よ
う
に
論
証
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
お
よ
そ
望
む
こ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

け
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
め
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
つ
い
て
の
次
の
統
計
が
挙
げ
ら
れ
る
だ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
る
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien social, B
ruxelles, m

ars, 1902 

に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
の
後
に
、
従
っ
て
、
こ
れ
の
故
に
、
の
論
理
の
愉
快
な
例
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
ア
ル
コ
ー
ル
の
消
費
量
が
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
、
窮
乏
が
増
大 

（
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

そ
の
原
因
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
推
論
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
り
、
次
の
公
式
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
る
。Post hoc, ergo propter hoc.

（
こ
れ
の
後
に
、
従
っ
て
こ
れ
の
故
に
）
。 

 

 
 
年 

 
 

人口 

 
酒類 
販売店 
総数 

 
 

起訴総数 

 
公営質屋

への 
質入れ数 

 
1868…

 
1889…

 
165,098 

 
182,275 

 
2,458 

 
4,563 

 
4,168 

 
21,630 

 
3,891,000

 
5,402,329
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然
の
一
致
は
き
わ
め
て
頻
繁
に
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
能 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コ
ー
ル
中
毒
の
「
原
因
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
、
あ
る
種
の
場
合
に
は
、
逆
に
変
質
退
化
そ
の
も
の
が
ア
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
原
因
」
で
あ
る
と
推
論
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
。
と
こ
ろ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
変
質
退
化
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
る
。
例
え
ば
変
質
者
の
あ
い
だ
に
は
多
数
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
と
き
に
も
し
ば
し
ば
、
Ａ
を
Ｂ
の
原
因
と
す
る
誤
謬
が
行
な
わ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ
と
Ｂ
と
の
一
致
が
こ
れ
ら
二
つ
の
相
互
的
関
係
を
示
し
て
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

力
あ
る
優
れ
た
論
者
た
ち
が
時
に
こ
の
道
に
滑
り
落
ち
る
。 

我
々
が
考
え
て
い
る
組
織
の
中
で
主
要
な
も
の
の
一
つ
は
私
有
財
産
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
感
情

は
貪
欲
で
あ
る
。
こ
の
組
織
と
感
情
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
い
う
企
図
か
ら
古
代
共
産
主
義
体
系
は
生
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
近
代
の
集
産
主
義
、
お
よ
び
所
有
に
反
対
す
る
道
徳
主
義
者
に
よ
る
き
わ
め
て
多

数
の
宣
言
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
共
和
国
』
の
経
済
的
部
分
、
カ
ン
パ
ネ
ラ

の
『
太
陽
の
都
』
、M

orus

の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
、
バ
ブ
ー
フ
の
計
画
、
カ
ベ
ー
の
『
イ
カ
リ
ア
紀
行
』
、
ピ

エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
の
『
平
等
に
つ
い
て
』
の
理
論
、
近
代
無
政
府
主
義
者
た
ち
の
理
論
の
う
ち
の
相
当
の

部
分
、
そ
し
て
昔
か
ら
栄
え
て
き
た
多
数
の
純
粋
に
共
産
主
義
的
な
理
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ

は
さ
ら
に
、
多
少
と
も
二
次
的
に
で
は
あ
る
が
、
社
会
主
義
理
論
体
系
の
大
部
分
に
も
表
わ
れ
る
。
そ
れ

は
し
ば
し
ば
形
而
上
学
的
論
証
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
が
、
科
学
的
論
証
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
う
る
。 

婦
人
の
排
他
的
所
有
は
一
般
に
私
有
財
産
と
共
に
糾
弾
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
今
日
で
は
そ
の
重
要
性

の
多
く
を
喪
失
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
主
義
的
な
理
論
体
系
が
何
か
の

つ
い
で
に
こ
の
問
題
に
触
れ
な
い
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
そ
れ
の
後
で
、
し
た
が
っ
て
そ

れ
故
に
、
の
論
理
の
誤
謬
の
一
好
例
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
は
私
有
財
産
が
存
在
し
な
い
社
会
を
ま
の
あ

た
り
に
し
た
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
私
有
財
産
が
存
在
し
な
い
社
会
を
、
私
有
財
産
が
存
在
す
る

社
会
と
比
較
す
る
こ
と
は
我
々
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
社
会
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
は

近
に
な
っ
て
内
縁
同
棲
関
係
が
か
な
り
の
拡
大
を
見
た
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
内
縁
関
係
の
効
果
を
合
法
的

結
婚
制
度
の
効
果
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
離
婚
が
存
在
し
な
い
国
で
は
姦
通
と
、
一
方
の
配
偶
者

に
よ
る
他
方
の
配
偶
者
の
殺
害
と
は
、
結
婚
の
解
消
の
不
可
能
性
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
離
婚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

因
果
関
係
の
証
明
と
し
て
与
え
ら
れ
る
、
統
計
上
の
単
な
る
偶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
年 

 
輸出価格 

（特殊貿易） 
 

 
郵便書簡数

 
電報数 

 
1868…

 
1870…

 
1889…

 
1890…

 

 
656,579,000 フラン

 
690,100,000 

 
1,458,526,000 

 
1,437,024,000 

 
― 
 

45,082,531
 
― 
 

112,052,456

 
― 
 

1,998,412
 
― 
 

5,312,295
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一
九
〇
一
年
三
月
三
〇
日
の
『
ジ
ュ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
・
デ
バ
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
整
形
器
具
の
機
械
工

で
あ
る
、
五
〇
才
の
労
働
者
Ｃ
・
Ｃ
が
三
〇
才
の
若
い
女
性
マ
リ
ー
・
Ｂ
と
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
約

四
ヶ
月
が
経
つ
。
マ
リ
ー
・
Ｂ
は
長
い
間
そ
の
夫
と
別
居
し
て
い
た
。
…
彼
ら
内
縁
関
係
の
男
女
は
長
い
間
仲
よ

く
す
る
こ
と
は
で
き
ず
マ
リ
ー
は
再
び
自
由
に
な
り
た
い
と
の
意
志
を
男
に
表
明
し
た
。
男
は
何
度
も
簡
易
食
堂

に
脅
迫
に
や
っ
て
来
た
。
…
昨
日
彼
は
昔
の
唯
一
人
の
女
に
た
ま
た
ま
出
会
い
、
彼
女
を
店
の
奥
に
連
れ
て
い
っ

た
。
彼
は
彼
女
に
も
う
一
度
一
緒
に
生
活
す
る
よ
う
に
嘆
願
し
た
が
、
彼
女
は
頑
な
に
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
彼
は

彼
女
の
胸
の
あ
た
り
に
ナ
イ
フ
を
刺
し
た
。
即
死
で
あ
っ
た
。
」 

 
 
 
 

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
腐
敗
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
で
は
な
く
、「
労
働
者
」
と
い
う
優
れ
て
道
徳
的
な

 
 
 
 
 

自
由
結
婚
が
「
男
の
兇
暴
行
為
」
を
妨
げ
る
も
の
で
は
少
し
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
は
例
外
的
な
事
件
で
は
な
い
。
何
日
か
後
、
四
月
二
二
日
、
四
〇
才
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
Ａ
・
Ｇ
は
一
八
才
に

な
る
息
子
ル
イ
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ア
ン
グ
レ
ー
ム
通
り
で
、
長
い
間
一
緒
に
生
活
し
て

い
た
樽
職
人
Ｄ
・
Ｄ
な
る
人
物
に
話
し
か
け
ら
れ
た
。
Ｄ
・
Ｄ
は
大
変
興
奮
し
て
Ａ
・
Ｇ
を
罵
っ
た
。
Ａ
・
Ｇ
が

歩
き
つ
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
彼
は
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
三
角
の
み
を
取
り
出
し
、
彼
女
に
そ

れ
で
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
た
。
ル
イ
が
Ｄ
・
Ｄ
に
突
進
し
、
彼
か
ら
三
角
の
み
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
で
彼
を
刺
し

た
。
Ｄ
・
Ｄ
は
す
ぐ
に
事
切
れ
た
。
警
察
署
で
Ａ
・
Ｇ
は
Ｄ
・
Ｄ
が
彼
女
を
虐
待
し
た
の
で
縁
を
切
っ
て
い
た
と

説
明
し
た
。 

制
度
の
制
定
の
後
で
も
、
姦
通
と
、
一
方
の
配
偶
者
が
他
方
の
配
偶
者
を
追
い
払
う
た
め
に
行
な
わ
れ
る

犯
罪
は
ひ
き
つ
づ
き
存
在
し
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
犯
罪
は
結
婚
制
度
の
産
物
で
あ
る
と
同
じ
く
主

張
さ
れ
る
。
ベ
ー
ベ
ル
は
こ
う
し
た
犯
罪
は
コ
レ
ラ
の
時
期
に
は
頻
繁
に
な
る
と
さ
え
主
張
す
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
時
期
に
は
そ
う
し
た
犯
罪
が
隠
さ
れ
や
す
い
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
新
聞
の
三

面
記
事
に
ご
く
ご
く
簡
単
に
目
を
通
す
だ
け
で
も
、
姦
通
は
内
縁
関
係
と
両
立
不
可
能
で
は
少
し
も
な
い

こ
と
、
内
縁
関
係
は
配
偶
者
の
一
方
に
よ
る
他
方
の
殺
害
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
（
１
）
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
き
わ
め
て
不
完
全
な
統
計
に
よ
っ
て
判
断
し
う
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
が
、

痴
情
殺
人
は
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
大
都
市
に
お
い
て
は
、
正
式
に
結
婚
し
て
い
る
人
々
の
あ
い
だ
に

お
け
る
よ
り
も
、
内
縁
関
係
に
あ
る
人
々
の
あ
い
だ
で
の
方
が
比
較
的
多
数
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ

る
。 

（
１
） 

才
能
あ
る
著
述
家
で
あ
る
Ｇ
・
ル
ナ
ー
ル
教
授
は
一
八
九
八
年
、
将
来
の
社
会
主
義
的
組
織
に
つ
い
て
叙
述
す
る

な
か
で
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。
「
結
婚
す
る
の
に
い
か
な
る
認
可
も
必
要
で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
配
偶

者
の
一
方
に
よ
っ
て
明
確
に
表
明
さ
れ
た
意
思
だ
け
で
、
彼
ら
が
つ
く
り
上
げ
た
か
も
知
れ
な
い
自
発
的
結
合
を

終
了
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
愛
と
夫
婦
と
い
う
も
の
が
束
の
間
の
も
の
に
な
る
こ
と

を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
そ
う
で
は
な
い
、
こ
の
自
由
は
逆
に
、
こ
の

自
発
的
結
合
に
、
よ
り
大
き
な
威
厳
と
特
権
を
も
た
ら
す
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
性
格
を
惰
落
さ
せ
る
の

に
き
わ
め
て
強
力
に
作
用
す
る
姦
通
の
た
め
の
手
練
主
管
よ
、
さ
ら
ば
。
男
の
粗
暴
と
女
の
底
意
地
の
悪
い
不
機

嫌
よ
、
さ
ら
ば
。
…
愛
情
が
自
由
契
約
結
婚
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
か
ら
、
双
方
と
も
愛
情
を
維
持
す
る
た
め
に

よ
り
多
く
の
努
力
を
払
う
で
あ
ろ
う
。
…
」
（Le régim

e socialiste, p.59-60.

） 
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非
難
さ
れ
る
私
有
財
産
の
も
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
動
産
資
本
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

 

私
有
財
産
の
廃
止
は
し
ば
し
ば
若
干
の
財
産
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
集
中
す
る
。
か
く
し
て
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ

ー
ジ
に
と
っ
て
は
社
会
の
諸
悪
の
す
べ
て
は
土
地
の
私
的
取
得
に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
諸
悪
の

治
療
策
は
た
だ
一
つ
、
土
地
の
国
有
化

．
．
．
の
み
で
あ
る
。 

 

他
に
、
似
た
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
あ
る
立
場
が
論
理
的
に
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
と
き
に
は
つ
ね
に
、

諸
々
の
悪
の
原
因
と
し
て
、
貧
困
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
体
制
の
帰
結
．
．
を
挙
げ
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ

る
。
実
際
、
我
々
が
望
み
う
る
以
上
の
あ
ら
ゆ
る
財
を
我
々
が
持
つ
な
ら
ば
、
財
を
手
に
入
れ
る
た
め
に

我
々
が
犯
す
犯
罪
は
、
も
は
や
対
象
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
命
題

に
は
尤
も
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
幸
福
な
事
態
が

可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
資
本
主
義
体
制
の
廃
止
の
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
絶

対
的
潤
沢
と
財
の
平
等
配
分
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
平
等
配
分
は
、
そ

れ
を
自
分
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
不
平
等
な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
、
人
間
の
持
ち
う
る
願
望
を
何
ら
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
的
潤
沢
を
相
対
的
潤
沢
と
混
同
し
て
も
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
現
在
の
富
裕
階
級
の
例
は
、
相
対
的
潤
沢
は
、
人
が
よ
り
大
き
な
富
を
願
望
す
る
こ
と
、

そ
し
て
よ
り
大
き
な
富
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
犯
罪
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
何
ら
妨
げ
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

我
々
が
検
討
し
た
事
例
の
中
に
は
、
そ
れ
の
後
で
、
し
た
が
っ
て
そ
の
故
に
、
の
論
理
が
あ
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
曖
昧
な
観
念
連
合
や
支
配
的
な
偏
見
へ
の
訴
え
も
含
ま
れ
て
い
る
。
支
配
的
な
偏
見
の
一
つ

は
、
人
々
を
苦
し
め
る
あ
ら
ゆ
る
不
幸
の
責
任
を
「
資
本
主
義
社
会
」
の
諸
制
度
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
無
限
に
善
良
で
完
全
な
も
の
で
あ
る
、
た
だ
呪
わ
れ
た
資
本
主
義
の
諸
制
度
が
人
間
を
腐
敗
さ
せ

る
。
我
々
は
夫
婦
が
口
論
す
る
の
を
見
る
。
そ
の
原
因
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は

妻
あ
る
い
は
夫
の
気
難
し
い
不
機
嫌
で
は
あ
り
え
な
い
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
資
本
主
義
制
度
に
ち
が
い
な

．
．
．
．

い．
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
結
婚
制
度
で
あ
る
。
男
性
も
女
性
も
こ
の
結
婚
制
度
さ
え
な
け
れ
ば
天
使
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
至
れ
ば
科
学
的
推
論
に
慣
れ
て
い
る
人
物
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
結
婚
制

度
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
私
が
嘆
い
て
い
る
不
幸
も
消
滅
す
る
か
ど
う
か
見
て
み
よ
う
。
」
こ
の
よ
う
な

問
を
立
て
る
こ
と
は
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
推
論
の
誤
謬
は
直
ち
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
方
向
は
避
け
ら
れ
る
。
理
性
を
追
放
す
る
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る
の
は
感
情
で
あ
る
。 

 
 

 

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
痴
情
犯
罪
が
正
式
の
結
婚
で
な
い
場
合
に
も
こ
れ
ほ
ど
多
く
起
き
る
こ
と
を
証
明
す
る

の
に
多
く
の
引
用
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

 

一
九
〇
一
年
七
月
パ
リ
で
大
型
ト
ラ
ン
ク
の
中
に
一
つ
の
死
体
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
愛
人
に
殺
さ
れ
た
カ
シ
ミ

ー
ル
・
ラ
ル
メ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
人
の
人
間
を
結
び
つ
け
た
「
つ
な
が
り
の
解
消
不
可
能
性
」
が
殺
人
の

原
因
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
ク
ラ
ラ
・
バ
ッ
シ
ン
グ
が
情
夫
を
殺
害
し
た
の
は
情
夫
が
彼
女
を
捨
て
よ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
っ
た
。 

階
級
に
属
す
る
人
間
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
事
件
を
「
資
本
主
義
」
社
会
の
腐
敗
に
よ
っ
て
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。 
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プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
は
主
と
し
て
利
子
の
廃
止
に
立
脚
し
て
い
る
。
集
産
主
義
も
利
子
を
廃
止
す
る
が
、

こ
れ
は
さ
ら
に
企
業
と
い
う
も
の
も
廃
止
す
る
。
そ
し
て
我
々
が
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
、
企
業
と

利
子
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
■
（
？
）
■
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
利
子
を
容

認
す
る
社
会
主
義
理
論
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
あ
る
も
の
は
利
子
に
反
対
し
て
科
学
的
論
証
を
対
置

し
、
ま
た
あ
る
も
の
は
感
傷
主
義
的
で
形
而
上
学
的
な
た
わ
言
を
対
置
す
る
。 

 

社
会
主
義
理
論
は
習
慣
的
に
資
本
家
と
企
業
家
と
を
混
同
す
る
。
実
際
、
企
業
の
社
会
化

．
．
．
は
利
子
と
共

存
す
る
こ
と
が
完
全
に
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
一
例
を
国
家
社
会
主
義
と
自
治
体
社
会
主
義

（socialism
e  com

m
unal

）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
と
自
治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
主
義
的
経

験
の
た
め
に
必
要
な
資
本
を
ま
か
な
い
う
る
の
は
公
債
の
お
か
げ
で
あ
り
、
ま
た
然
る
べ
く
借
金
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。 

応
す
る
感
情
は
金き

ん

に
対
す
る
愛
着
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
経
済
学
を
知
ら
な
い
人
間
―
そ
う
い
う
人
間

は
た
く
さ
ん
い
る
―
は
、
人
々
が
貸
借
す
る
の
は
金き

ん

だ
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
我
々
は
多
く
の
論
者
が
お

う
む
の
よ
う
に
こ
の
誤
謬
を
繰
り
返
す
の
を
聞
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
昔
は
、
商
品
の
直
接
的
貸
借
さ

え
頻
繁
で
あ
っ
た
（
１
）
。
現
在
で
は
そ
れ
は
、
信
用
、
小
切
手
、
振
替
え
、
等
の
方
法
に
よ
っ
て
間
接
的
な

形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。 

（
１
） 

証
拠
は
無
数
に
あ
る
。
か
つ
て
は
種
子
の
貸
借
は
き
わ
め
て
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
のM

onti 

Frum
entari

は
小
麦
の
種
子
を
貸
付
け
し
て
い
た
。
古
代
の
法
律
は
利
子
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
銭
貸
借

と
穀
物
貸
借
と
を
区
別
し
て
い
る
。C

od. Theod, II, 33, 1:Q
uicunque fruges hum

idas vel arentes 

indigentibus m
utuas dederint,  usurae nom

ine tertiam
 partem

 superfluam
 consequantur, id 

est ut, si sum
m

a  crediti in duobus m
odiis fuerit, tertium

 m
odium

 am
plius consequantur

… 

Interpretatio. Q
uicunque fruges hum

idas (id est vinum
 et oleum

) vel  quodcunque annonae 

genus 
alteri 

com
m

odaverit

…G
othofr.

は

注

し

て

言

う

。Frugum
 

scilicet 
seu 

specierum
 

annonariarum
 usurae iam

 olim
 quam

 pecuniae  m
aiores erant. 

彼
はR

ufinus, I Concil. 

H
arduin 

を
引
い
て
い
る
。N

e quis  C
lericus aut usuras accipiat, aut frum

enti vel vini 

am
pliationem

 quod solet in  novo datum
, vel sesquiplum

, vel etiam
 duplum

 recipiat. 

そ
し
て

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
。Solent in agris frum

enti et m
ilii, vini et olei, caeterarum

que specierum
 usurae 

exigi, 

…C
od. Just., IV, 32, 26. N

ov. XXXII, etc. C
ap. de  C

harlem
agne, V

 

（en 806

）,12. U
sura 

est ubi am
plius requiritur quam

  datur. Verbi gratia

… vel si dederis m
odium

 unum
 

frum
enti, et iterum

 super  aliud exigeris. Pertile, Storia del diritto italiano, IV, p.591. 

《In 

m
olti  docum

enti friulani del secolo XIV
 si trova il pato di corrispondere  ogni anno a titolo 

d´interesse unum
 starium

 frum
enti pro qualibet m

arca.

》 

一
七
一
〇
年
二
月
八
日
国
務
諮
問
会
議
判

決
（
フ
ラ
ン
ス
）。
「
…
陛
下
は
、
適
切
な
季
節
に
播
種
す
べ
く
小
麦
そ
の
他
の
穀
物
を
貸
付
け
た
者
の
利
益
に
な

る
よ
う
な
決
定
を
、
そ
れ
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
、
指
令
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
…
」 

  

競
争
も
ま
た
一
般
に
唾
棄
さ
れ
る
。
こ
の
言
葉
の
も
と
に
社
会
主
義
理
論
は
、
多
少
と
も
漠
然
と
、
単
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科
学
的
議
論
に
よ
る
こ
れ
に
関
連
す
る
試
み
は
社
会
主
義
理
論
体
系
の
中
で
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
位
置

し
か
占
め
て
い
な
い
。
但
し
マ
ル
ク
ス
主
義
は
例
外
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
別
に
論
ず
る
に
値
す
る
。
マ
ル

ク
ス
主
義
を
除
く
科
学
的
試
み
は
ほ
と
ん
ど
、
根
拠
の
な
い
主
張
、
悪
口
、
詩
的
叙
述
と
感
情
へ
の
訴
え

の
う
っ
そ
う
た
る
森
の
中
に
姿
を
消
す
。
改
革
家
た
ち
の
著
作
の
中
に
論
理
的
推
論
と
事
実
を
求
め
る
こ

と
は
大
抵
の
場
合
徒
労
で
あ
る
。
相
当
の
労
力
を
払
っ
て
も
得
ら
れ
る
の
は
若
干
の
つ
ま
ら
ぬ
、
ほ
と
ん

ど
意
味
の
な
い
命
題
だ
け
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
ン
プ
ソ
ン
（
１
）

と
い
う
人
物
は
、
何
人
か
の
論
者
に

よ
っ
て
、
近
代
社
会
主
義
の
原
理
、
彼
が
一
八
四
二
年
に
出
版
し
た
書
物
の
中
に
見
出
さ
れ
る
原
理
を
発

見
し
た
人
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
は
は
っ
き
り
と
言
う
。
「
社
会
主
義
思
想
の
体
系
は
、

そ
れ
が
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
ン
プ
ソ
ン

の
著
作
の
中
で
完
全
に
展
開
さ
れ
た
。
後
の
社
会
主
義
者
―
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
、
プ
ル
ー
ド
ン
、
そ

し
て
主
要
に
は
マ
ル
ク
ス
と
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
―
が
直
接
間
接
に
着
想
を
得
て
い
る
の
は
彼
の
著
作
か

ら
で
あ
る
（
２
）
。
」
メ
ン
ガ
ー
が
ま
ち
が
う
の
も
無
理
は
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
ン
プ
ソ
ン
も
含
め
て
こ

れ
ら
の
論
者
は
当
時
流
行
し
て
い
た
、
価
値
の
源
泉
を
労
働
に
見
出
す
思
想
に
同
化
し
て
い
た
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
ー
を
誤
謬
に
導
い
た
の
も
多
分
同
じ
思
想
で
あ
る
。 

 

遺
産
相
続
―
こ
れ
は
富
の
分
配
手
段
と
し
て
く
じ
引
き
と
不
完
全
さ
に
お
い
て
ま
ず
大
差
な
い
も
の
で

あ
り
、
こ
の
く
じ
引
き
は
公
共
負
担
の
配
分
の
手
段
と
し
て
ア
テ
ネ
や
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
よ
う
な
国
家
が

用
い
た
も
の
で
あ
る
―
は
激
し
く
集
中
砲
火
を
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
代
る
べ
き
体
系
の

実
践
的
優
位
の
証
明
は
依
然
と
し
て
大
い
に
物
足
り
な
い
。 

 

一
八
世
紀
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
経
済
的
生
産
を
綿
密
に
規
制
し
て
い
た
。
自
由
主
義
的
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
思
想
は
こ
の
規
制
が
廃
止
さ
れ
る
と
き
に
は
幸
福
が
全
的
に
大
地
を
制
す
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る

こ
と
が
で
き
た
。
今
日
こ
の
規
制
は
部
分
的
に
消
滅
し
た
。
そ
れ
で
も
人
々
は
可
哀
想
に
完
全
な
幸
せ
を

享
受
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
自
由
の
欠
如
と
は
別
の
、
至
福
へ
の
障
害
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
規
制
の
信
奉
者
は
さ
ら
に
遠
く
ま
で
進
む
。
彼
ら
は
社
会
の
悪
が
減
少
し
た

と
い
う
事
実
に
故
意
に
目
を
閉
じ
る
。
彼
ら
に
は
そ
れ
が
ま
だ
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
十
分
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え

．
．
．
．
社
会
の
悪
は
規
制
の
緩
和
に
起
因
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

．
．
．
．
過
去
の
保
護
後
見
的
な
制
度
に
復
帰

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
主
義
の
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
国
家
社
会
主
義
の

結
論
で
あ
る
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
感
情
は
革
新
と
精
神
の
独
立
の
感
情
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
論
者
と
同

じ
く
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
も
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
主
義
に
接
近
し
て
い
る
。 

に
本
来
の
意
味
に
お
け
る
経
済
的
競
争
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
淘
汰
お
よ
び
選
択
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

間
接
的
手
段
を
も
一
括
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
大
多
数
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
普
通
選

挙
に
お
け
る
人
気
を
掠
め
取
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
競
争
に
よ
っ
て
政
治
家
の
選
択
は
続
け
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
政
治
家
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
社
会
主
義
理
論
の
大
部
分
は
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

Paphlagonien

の
競
争
と
、
悪
魔
に
阿
諛
追
従
す
る
豚
肉
業
者
の
競
争
だ
け
は
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
競

争
と
共
に
嫌
忌
さ
れ
る
感
情
は
、
対
抗

エ
ミ
ュ
ラ
シ

心オ
ン

、
個
人
責
任
、
慈
悲
に
対
立
す
る
限
り
に
お
け
る
正
義
、
種
属

保
存
の
本
能
、
劣
等
質
及
び
顕
著
な
欠
陥
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
お
ぞ
ま
し
く
思
わ
せ
る
本
能
、
で

あ
る
。
こ
の
発
想
の
鉱
脈
は
倫
理
的
社
会
主
義
の
無
数
の
変
種
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
社

会
主
義
に
よ
っ
て
広
く
開
拓
さ
れ
て
い
る
。 
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ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
剰
余
価
値
の
理
論
を
発
見
し
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
彼
に
言
及

す
る
こ
と
な
く
こ
の
理
論
を
横
取
り
し
た
と
非
難
す
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
資
本
論
』

第
二
巻
の
序
文
に
お
い
て
、
剰
余
価
値
の
理
論
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
中
に
萌
芽
の
形
に
お
い
て
で
は
あ

る
が
す
で
に
見
ら
れ
る
と
、
見
事
な
反
論
を
展
開
し
た
。
「
他
方
―
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
付
言
す
る
―
リ
カ
ー

ド
ー
の
価
値
と
剰
余
価
値
の
概
念
は
社
会
主
義
的
大
義
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
に
際
し
て
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト

ゥ
ス
の
著
書Zur Erkentniss

（
１
）

等
を
俟
つ
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
『
資
本
論
』
第
一
巻
は
、
マ
ル
ク
ス

 
 

労
働
の
綜
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
の
理
論
が
誰
に
帰
属
す
る
も
の
か
を
知
る
た
め
に
論
争
し
て
い

る
人
物
た
ち
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
言
っ
た
よ
う
に
ロ
バ
の
影
■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
二
語
）

■
に
つ
い
て
論
争
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
綜
合
．
．
的
産
物

．
．
．
な
る
も
の
は
誰
も
知
ら
な
い
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
何
人
も
の
人
間
が
一
つ
の
産
物
の
た
め
に
協
力
し
て
い
る
場
合
に
、
各
人
の
労
働
の
綜

合
的
産
物
を
区
分
け
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
他
方
で
は
こ
の
協
力
が
ど
こ
ま
で
拡
が
る
の
か
を
知

る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
あ
る
人
物
が
対
数
表
を
使
っ
て
計
算
す
る
。
こ
の
対
数
表
の
あ
る
部
分
は
、
対

数
の
発
明
者
の
労
働
の
綜
合
的
産
物
の
一
部
を
な
し
、
も
う
一
つ
別
の
部
分
は
こ
の
表
を
印
刷
し
た
さ
ま

ざ
な
ま
人
物
に
属
し
、
さ
ら
に
別
の
一
部
分
は
計
算
の
行
な
わ
れ
た
紙
を
製
造
し
た
人
物
に
属
す
る
、
等
。

ま
た
こ
の
協
力
を
任
意
の
あ
る
一
点
に
限
定
し
て
も
、
我
々
は
な
お
克
服
し
が
た
い
困
難
に
遭
遇
す
る
で

あ
ろ
う
。
ス
エ
ズ
運
河
で
労
働
し
た
土
木
作
業
員
の
労
働
の
綜
合
的
産
物
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
彼
に

次
の
よ
う
に
言
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
悪
い
冗
談
で
あ
ろ
う
。
「
君
の
労
働
の
綜
合
的
産
物
は
、
君
が
運
河
か

ら
掘
り
出
し
た
土
で
あ
る
。
こ
こ
の
土
を
運
ん
で
、
自
分
の
分
を
支
払
っ
て
も
ら
い
た
ま
え
。」
明
ら
か
に

こ
の
男
の
労
働
の
産
物
は
ス
エ
ズ
運
河
の
持
っ
て
い
る
価
値
．
．
の
、
あ
る
割
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
割
合

と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
こ
に
こ
そ
誰
も
答
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
対
象
に

お
い
て
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
々
の
労
働
は
あ
る
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
別

個
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
労
働
の
綜
合
的
産
物
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
ゆ
え
意
味
の

な
い
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
貯
金
や
資
本
の
利
率
は
ゼ
ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
た
め
の
遠
回
し
の
言
い
方
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
迂
言
形
式
の
中
に
は
綜
合
．
．

的．
と
い
う
用
語
が
、
観
念
連
合
に
よ
っ
て
、
他
の
報
酬
方
式
は
す
べ
て
不
正
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
策
略
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
も
し
あ
る
人
物
が
そ
の
労
働
の
綜
合
．
．
的．
産
物
を
受
け
取
ら
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
不
足
分
に
つ
い
て
彼
が
損
害
を
蒙
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
お
し
ゃ
べ
り

か
ら
な
る
擬
似
論
証
は
民
衆
か
ら
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
。 

（
２
） Le droit au prod. int. du trav., p.72. 

（
１
） 

不
労
所
得

．
．
．
．
（unearned increm

ent

）
と
い
う
用
語
を
採
用
す
る
際
に
も
同
じ
動
機
が
作
用
し
て
い
た
。
第
七
章

を
参
照
。 

（
１
） 
こ
の
人
物
を
、
現
代
の

大
の
学
者
の
一
人
で
あ
る
別
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
ン
プ
ソ
ン
―
現
在
の
ケ
ル
ヴ
ィ
ン
卿

―
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
共
通
し
て
い
る
の
は
名
前
だ
け
で
あ
る
。 
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協
同
組
合
の
目
的
は
企
業
家
た
ち
の
あ
い
だ
の
競
争
に
対
し
て
労
働
者
の
連
帯
を
代
置
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
実
際
に
は
協
同
組
合
は
結
果
と
し
て
市
場
に
、
競
争
す
る
新
し
い
企
業
を
出
現
さ
せ
た
だ
け
で
あ

 

協
同
組
合
は
大
部
分
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
思
想
の
影
響
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は

そ
の
成
功
を
保
証
す
る
に
違
い
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
理
由
と
は
全
く
別
の
理
由
に
よ
っ
て
栄
え
た
制

度
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
一
例
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
。 

 

客
観
的
に
は
こ
れ
ら
の
理
論
の
源
泉
は
、
一
八
世
紀
末
に
始
ま
り
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
民
主
主
義
運

動
に
あ
る
（
こ
れ
ら
の
理
論
は
民
主
主
義
運
動
に
反
作
用
も
し
た
の
で
あ
る
が
）。 

 

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
お
い
て
は
価
値
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
考
え
方
が
、
彼
の
時
代
に
流
行
し
て

い
た
、
自
然
状
態
の
人
為
に
よ
る
頽
廃
、
社
会
の
所
産
と
し
て
の
頽
廃
の
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
人

間
は
善
良
な
る
も
の
と
し
て
生
を
受
け
る
が
、
彼
を
堕
落
さ
せ
る
の
は
我
々
の
法
と
習
慣
で
あ
る
。
彼
は

責
任
が
な
く
、
い
か
な
る
束
縛
に
も
従
属
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン

の
体
系
の
心
情
的
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
部
分
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
我
々
が
す
で
に
述
べ
た
他
の
多
く
の

論
者
と
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
こ
れ
と
は
別
に
科
学
的
な
部
分
が
存
在
し
、
特
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
経
験
に
依
拠
す
る
点
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ラ
ナ
ー
ク
で
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
製
糸

工
場
の
従
業
員
指
導
に
彼
の
思
想
を
適
用
し
、
実
際
素
晴
し
い
結
果
を
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
れ
は

多
分
、
大
部
分
は
彼
の
個
人
的
な
感
化
力
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
は
か
な
い
束
の
間

の
作
品
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
作
者
と
共
に
消
え
去
っ
た
。
次
に
彼
は
よ
り
大
き
な
規
模
で
実
験
し
、

一
つ
の
都
市
を
組
織
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
彼
が
そ
れ
を
創
始
し
た
の
は
合
衆
国
ニ
ュ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ

ー
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
成
功
は
彼
の
期
待
に
応
え
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ビ

ス
ト
ン
で
の
第
三
の
実
験
も
よ
い
経
過
を
た
ど
ら
な
か
っ
た
。 

に
よ
っ
て
忘
却
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
四
〇
頁
の
パ
ン
フ
レ
ッ
トThe source and rem

edy of the 
national difficulties. A letter to Lord

John Russel, London, 1821

に
お
け
る
「
資
本
の
剰
余
生

産
物
の
所
有
者
」
（The possessors of surplus produce of capital

）
と
い
う
表
現
に
注
意
を
喚
起
し

て
い
る
。
…
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
一
八
二
〇
年
か
ら
一
八
三
〇
年
に
か
け
て
現
れ
た
一
連
の
出
版
物
全

体
の
先
触
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
出
版
物
は
自
ら
の
武
器
で
も
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
攻
撃
を
加
え
、

価
値
と
剰
余
価
値
に
つ
い
て
の
リ
カ
ー
ド
ー
の
理
論
を
、
資
本
主
義
的
生
産
に
対
立
す
る
方
向
に
、
そ
し

て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
仕
立
て
直
し
た
。
」
こ
れ
以
上
う
ま
く
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
運
動
が
い
か
に
起
っ
た
か
を
よ
く
見
て
い
た
。
彼
は
続
け
る
。
「
オ

ー
ウ
ェ
ン
の
共
産
主
義
全
体
は
そ
の
経
済
的
側
面
に
つ
い
て
見
れ
ば
リ
カ
ー
ド
ー
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ

の
点
は
エ
ド
モ
ン
ズ
、
ト
ン
プ
ソ
ン
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
等
々
の
一
連
の
著
作
家
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
の
う
ち
の
何
人
か
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
七
年
プ
ル
ー
ド
ン
に
反
対
し
て
出
版
し
た
『
哲

学
の
貧
困
』
の
中
で
名
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
ら
の
著
作
の
一
つ
を
手
当
り
次
第
で
挙
げ
れ
ば
、An inquiry

 

…by W
illiam

 Thom
pson

が
あ
る
。
」 

（
１
） 

Zur Erkenntniss unserer staatw
irthschaftlichen Zustände, 1842. 
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経
済
学
者
た
ち
は
協
同
組
合
に
つ
い
て
そ
の
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
に
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
攻
撃

 

消
費
協
同
組
合
は
中
間
的
な
も
の
も
排
除
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
、
あ
る
組
織
に
別
の
組
織
を
代

置
し
た
だ
け
で
あ
り
、
乗
合
馬
車
を
継
い
だ
鉄
道
は
輸
送
企
業
を
排
除
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
変

形
し
た
だ
け
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

農
業
の
協
同
組
合
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
も
参
照
さ
れ
た
い
。F.C

oletti: Le associazioni 
agrarie in 

Italia; G
.Lorenzoni: La cooperazione agraria nella G

erm
ania m

oderna. Trento. 

っ
た
（
１
）
。
協
同
組
合
は
競
争
が
不
完
全
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
成
功
し
た
。
ま
さ
し
く
競
争
は
市
場
の
不

完
全
さ
を
減
少
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
協
同
組
合
は
競
争
が
す
で
に
そ
の
効
果
を
全
的
に
開

示
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
失
敗
し
た
。
さ
ら
に
、
不
思
議
な
偶
然
の
一
致
に
よ
っ
て
、
競
争
が
不
完
全
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
組
織
に
お
け
る
意
見
の
対
立
も
少
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
、
消
費
協
同
組
合
が
ど
う
し
て
大
き
く
発
展
し
（
２
）
、
他
方
長
く
存
在
す
る
こ
と
の
で
き

た
工
業
的
生
産
の
協
同
組
合
が
ど
う
し
て
非
常
に
稀
で
あ
っ
た
か
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
農
業
的
協

同
組
合
は
き
わ
め
て
よ
く
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
小
資
本
の
協
同
で
あ
る
（
３
）
。 

（
３
） 

Louis Skarzynsky, Le progrès social à la fin du
 XIX

e siècle, avec préface de M
.L
éon Bourgeois, 

Paris, 1901, p.303.

「
要
す
る
に
、
生
産
の
協
同
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
り
、
道
徳
的
に
も
受
容
で
き
る
も
の
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
例
外
的
な
状
況
、
あ
る
い
は
非
常
に
基
礎
的
な
産
業
の
場
合
を
除
い
て
は
、
生
産
の
協

同
は
今
日
の
労
働
者
に
と
っ
て
、
可
能
な

良
の
生
活
条
件
を
実
現
す
る
た
め
の
実
践
的
手
段
で
は
な
い
。
」 

協
同
組
合
は
今
後
小
規
模
生
産
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
はPaul D

ram
as

氏
のRevue socialiste, septem

bre 
1901

所
収
の
好
論
文
を
参
照
さ

れ
た
い
。 

（
２
） 

こ
れ
は
百
貨
店

．
．
．
の
成
功
の
理
由
で
あ
る
。Cours, II, 

§923-924. 

（
１
） 

協
同
組
合
に
つ
い
て

も
見
識
あ
る
支
持
者
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
偉
大
な
能
力
を
有
す
る
Ch.
ジ
ー
ド
教

授
は
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
彼
は
言
う
（loc.cit., p.436

）。
「
全
て
の
協
同
組
合
が
、
連
帯
の
精
神
で
も

っ
て
競
争
の
精
神
に
換
え
、
協
同
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
各
人
は
す
べ
て
の
た
め
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
で
も
っ
て
、
個
人
主
義
的
ス
ロ

ー
ガ
ン
、
各
人
は
己
れ
の
た
め
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
に
代
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
個
々
人
は
そ
の
必
要
を
満
た
す
た

め
に
、
彼
ら
自
身
の
あ
い
だ
で
協
同
し
て
い
る
の
で
も
は
や
競
争
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
組
合
自
体
も
相
互
間
で

競
争
し
な
い
こ
と
を
規
則
と
し
て
い
る
。
」
し
か
し
彼
は
注
で
付
言
し
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
、
と
に

か
く
認
め
ら
れ
て
い
る
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
は
、
協
同
組
合
が
現
存
の
類
似
組
織

（
た
と
え
ば
商
人
に
対
す
る
消
費
団
体
、
あ
る
い
は
銀
行
に
対
す
る
信
用
組
合
）
と
ま
ず
競
争
す
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
が
あ
る
環
境
を
変
え
う
る
の
は
そ
の
環
境
自
体
か
ら
借
用
さ
れ
た
手
段
に
よ
る

ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
不
幸
な
こ
と
に
、
協
同
組
合
が
相
互
間
で
競
争
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
も
時

に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
協
同
組
合
も
ま
た
環
境
の
影
響
下
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」 

「
環
境
の
影
響
！
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
成
功
の
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
覚
悟
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滅

び
る
か
、
環
境
自
体
の
有
す
る
手
段
を
採
用
す
る
か
。 
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生
産
の
場
合
、
も
し
競
争
条
件
が
、
小
売
業
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
現
在
も
部
分
的
に
ま
だ

部
分
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
生
産
協
同
組
合
も
、
消
費
協
同
組

合
が
獲
得
し
た
の
と
類
似
の
成
功
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
組
合
が
直
接
的
で

あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
法
律
の
助
け
に
よ
っ
て
、
給
料
生
活
者
は
す
べ
て
が
き
わ
め
て
高
い
給
与
を
受
け
取

り
な
が
ら
、
一
日
四
時
間
以
上
働
く
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
状
況
を
獲
得
し
て
い
る
国
を
想
定
し
よ
う
。

そ
の
場
合
に
は
生
産
は
非
常
に
減
少
し
、
非
常
に
限
ら
れ
た
数
の
労
働
者
を
雇
う
だ
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
稀
な
特
権
者
た
ち
は
そ
れ
で
も
か
な
り
の
安
楽
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
以

外
の
と
こ
ろ
で
は
多
数
の
食
う
や
食
わ
ず
の
人
々
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
可
哀
想
な
人
々

は
、
新
た
な
競
争
者
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
組
合
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
、
ま
た
、
法
律
あ
る
い
は
組
合
の

直
接
的
専
制
に
よ
っ
て
一
定
の
条
件
の
も
と
で
で
な
け
れ
ば
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て

  

Ｊ
・
Ｂ
・
セ
ー
は
、
消
費
者
が
小
売
業
な
し
で
済
ま
せ
よ
う
と
試
み
る
の
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め

に
、
消
費
者
に
忠
告
し
た
い
と
い
う
気
を
も
っ
て
い
る
（
１
）
。
「
ま
ず
第
一
に
―
と
彼
は
言
う
―
人
は
自
ら

の
無
経
験
の
犠
牲
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
自
分
の
仕
事
で
は
な
い
こ
と
で
お
か
す
失
敗
の
た
め
に
支

払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
品
質
に
つ
い
て
欺
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
商

品
の
損
傷
に
よ
っ
て
損
害
を
被
る
危
険
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
…
人
は
時
折
、
予
備
用
の
物
品
を
、
ど

う
し
て
も
必
要
あ
っ
て
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
時
を
待
っ
て
い
た
場
合
よ
り
も
、
少
し
多
め
に

消
費
す
る
。
人
は
郵
便
代
、
雑
費
を
計
算
に
入
れ
な
い
。
…

後
に
、
小
売
業
者
な
し
で
済
ま
す
と
い
う

こ
の
実
験
を
す
る
に
際
し
て
、
人
は
し
ば
し
ば
、
は
る
か
に
本
質
的
な
事
柄
を
無
視
し
た
。
…
」
経
済
科

学
は
こ
う
し
た
教
え
を
与
え
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
、
ね
あ
ぶ
ら
虫
の
つ
い
た
ブ
ド
ウ
の
木
の

良
の

処
置
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
に
も
及
ば
な
い
。
事
実
Ｊ
・
Ｂ
・
セ
ー
は
ま
ち
が
っ
て
い

た
。
消
費
者
た
ち
は
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
セ
ー
が
差
控
え
る
よ
う
に
と
忠
告
し
た
、
小
売
業
な
し

に
済
ま
す
実
験
の
中
に
彼
ら
の
利
益
を
見
出
し
え
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
経
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
結
果
は
、
政
治
経
済
学
の
理
論
の
弱
点
を
突
く
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
理
論
を
裏
付
け

る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
消
費
協
同
組
合
の
成
功
は
、
経
済
科
学
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
た
一
般

的
原
因
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
２
）
。 

す
る
と
い
う
重
大
な
誤
ち
を
お
か
し
て
き
た
。
彼
ら
は
当
時
存
在
し
て
い
た
中
間
的
な
も
の
の
必
要
性
を

根
拠
も
な
く
宣
言
し
た
。
こ
の
誤
謬
の
第
一
の
原
因
は
、
政
治
経
済
学
が
他
の
す
べ
て
の
人
文
的
学
問
と

同
じ
よ
う
に
ま
ず
は
教
養
的
学
術

ア

ー

ル

（art

）
と
し
て
始
ま
っ
た
事
実
、
そ
れ
が
一
つ
の
科
学
に
な
り
は
じ
め

た
の
は
や
っ
と
今
日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
実
践
的
応
用
へ
の
熱
中
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
は

良
の
経
済
学
者
を
も
重
大
な
誤
謬
に
導
い
た
の
で
あ
る
。 

（
２
） 

協
同
組
合
に
つ
い
て
経
済
学
的
問
題
が
い
く
つ
か
立
て
ら
れ
て
い
る
。
マ
フ
ェ
オ
・
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ニ
教
授
の
注

目
す
べ
き
研
究 

E
sam

e critico dei principii teorici della cooperazione (G
ior, degli Econom

isti, 

R
om

e, m
ai 1898) 

を
参
照
。 

（
１
） 

Cours com
plet.

…I re
 partie, chap. XV. 
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こ
の
覚
え
書
は
『
万
有
引
力
に
関
す
る
研
究
』
の
序
言
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
（
１
）
。
万
有
引
力
に
つ
い

て
多
く
の
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
主
と
し
て
科
学
と
社
会
を
再
生
さ
せ
る
た
め
の
方
策
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
は
「
万
有
引
力
の
哲
学
は
、
そ
れ
に
適
切
な
手
加
減
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
学
の
教
え
る
あ
ら
ゆ
る
有
益
な
道
徳
原
理
を
、
よ
り
明
瞭
で
精
密
な
観
念
で
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
」
（p.461

）
と
結
論
す
る
。 

 

サ
ン
・
シ
モ
ン
は
ほ
と
ん
ど
も
の
を
書
か
な
い
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
理
論
を
展
開
し
、
そ
の
大
部
分
を

我
々
に
伝
え
た
の
は
彼
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
一
八
一
三
年
一
二
月
彼
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
提
案
す
べ

く
「
イ
ギ
リ
ス
人
に
諸
国
旗
（pavillons

）
の
独
立
を
認
め
さ
せ
る
方
策
」
な
る
覚
え
書
を
も
の
し
た
。

こ
の
方
策
は
次
の
よ
う
に
皇
帝
が
布
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
一
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
再
組
織
に
関
す
る

良
の
企
画
の
作
者
に
は
二
千
五
百
万
フ
ラ
ン
の
褒
賞
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
四
．
そ
れ
ぞ
れ
の
覚

え
書
の
複
写
が
、
一
つ
は
皇
帝
陛
下
に
、
二
つ
目
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
に
、
三
つ
目
は
イ
ギ
リ
ス
摂
政

皇
太
子
に
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
五
．
皇
帝
陛
下
は
、
当
該
覚
え
書
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
及
び
イ
ギ
リ

ス
摂
政
皇
太
子
と
共
に
判
定
す
べ
く
彼
ら
諸
公
を
招
待
し
、
こ
れ
ら
二
君
主
が
彼
の
提
案
を
受
け
入
れ
な

い
場
合
に
は
単
独
で
判
定
を
下
す
で
あ
ろ
う
。
…
」
も
し
（
フ
ラ
ン
ス
）
皇
帝
が
こ
の
よ
う
な
提
案
を
し

ば
し
ば
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

．
．
．
．
．
．
に
対
す
る
彼
の
憎
悪
は
絶
対
的
に
不
当
と

い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

 

人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
準
備
し
た
宗
教
的
社
会
的
運

動
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
い
っ
と
き
革
命
と
帝
政
期
の
軍
事
的
叙
事
詩
の
影
に
押
し
や
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
と
共
に
フ
ラ
ン
ス
で
再
登
場
し
、
実
証
主
義
者
と
共
に
存
続
し
つ
づ
け
、

今
日
で
は
倫
理
主
義
者
の
教
説
と
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
の
見
地
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

 

オ
ー
ウ
ェ
ン
は
労
働
交
換
銀
行
を
提
案
し
、
実
際
に
そ
れ
を
創
設
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
銀
行
は
、

そ
れ
に
預
け
ら
れ
た
品
物
の
労
働
価
値
を
示
す
、
あ
る
貨
幣
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
労
働

を
価
値
の
尺
度
と
と
ら
え
、
労
働
貨
幣

．
．
．
．
あ
る
い
は
労
働
債
権

．
．
．
．
を
作
る
と
い
う
考
え
方
は
非
常
に
多
数
の

人
々
の
心
を
魅
了
し
た
。
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
そ
こ
に
富
の
よ
り
公
正
な
分
配
に
到
達
す
る
た
め
の
、

そ
し
て
社
会
に
平
和
と
幸
福
を
も
た
ら
す
た
め
の
手
段
を
見
る
。 

 

も
し
社
会
主
義
者
と
倫
理
主
義
者
が
、
現
在
彼
ら
の
忌
み
嫌
っ
て
い
る
私
企
業
を
全
面
的
に
あ
る
い
は
大

部
分
破
壊
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
生
産
協
同
組
合
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
貯
蓄
し
て
い
る
人
々
は
こ
の
組
合
に
資
本
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
我
々
が
生
産
手
段
Ａ

を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
生
産
手
段
Ｂ
よ
り
も
有
利
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
Ｂ
は
Ｃ
よ
り
も
有
益
で
あ
り
、

等
す
る
場
合
、
Ａ
が
存
在
す
る
限
り
は
Ｂ
は
成
功
の
機
会
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
が
、
Ａ
が
破
壊
さ
れ
る

場
合
に
は
生
産
手
段
Ｂ
は
残
り
の
生
産
手
段
の
な
か
で

良
の
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
生
産
手
段
の
な
か

で
第
一
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。 

い
る
企
業
家
に
よ
っ
て
も
、
排
斥
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
生
産
協
同
組
合
が
生
産
を
衰
退

さ
せ
る
規
制
を
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
免
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
創
設
す
る
以
外
に
救
済
の
道
を
見

出
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

P. E
nfantin, 1858, H

.Saint-Sim
on, Science de l’hom

m
e, Psychologie religieuse, Paris, 1858, 
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サ
ン･

シ
モ
ン
は
、
倫
理
的
・
宗
教
的
構
想
に
科
学
的
装
い
を
与
え
る
べ
く
努
力
す
る
、
今
日
も
ま
だ
非

常
に
数
多
く
い
る
人
々
の
範
疇
に
属
す
る
。
す
で
に
我
々
が
見
た
よ
う
に
（
第
七
章
）
、
彼
は
一
つ
の
新
し

い
科
学
す
な
わ
ち
人
間
の
科
学
と
、
き
わ
め
て
曖
昧
で
不
完
全
な
観
察
か
ら
導
か
れ
た
歴
史
法
則
を
発
見

し
た
と
信
じ
て
い
た
。
物
理
的
世
界
に
つ
い
て
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
法
則
と
、
社
会
的
世
界
に
つ

い
て
の
想
像
上
の
法
則
と
の
比
較
対
比
は
論
者
た
ち
を
一
人
な
ら
ず
誘
惑
し
た
。
我
々
は
フ
ー
リ
エ
が
こ

の
道
を
た
ど
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
リ
ソ
・
ド
・
ウ
ァ
ル
ヴ
ィ
ル
（B

rissot de W
arville

）
は
こ
の

道
を
先
に
た
ど
っ
て
い
た
。
彼
は
質
料
と
運
動
が
呈
示
す
る
と
こ
ろ
の
性
格
の

特
性

プ
ロ
プ
リ
エ
テ

に
つ
い
て
の
定
義
を

導
き
出
し
た
（
１
）
。
目
下
、
現
在
の
論
者
た
ち
の
空
想
を
燃
え
上
ら
せ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
は
太
陽
系
星
雲
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
論
者
た
ち
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
猿
ま
ね
は
す
る
が
、
彼
を
手

本
と
す
る
こ
と
は
し
な
い
（
２
）
。 

 
 

 
 

 
 

こ
の
文
章
は
、

終
的
に
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
神
秘
主
義
、
そ
し
て
コ
ン
ト
が
自
ら
の
権
威
に
お
い
て
自

ら
教
皇
と
な
っ
た
宗
教
、
に
帰
着
し
た
一
連
の
宗
教
的
観
念
の
起
源
を
我
々
に
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
興
味

あ
る
も
の
で
あ
る
。 

（
２
） 

phil. nat. princ. m
ath., lib. III. schol. gen: Q

uicquid enim
 ex phaenom

enis non deducitur, 

hypothesis vocanda est; et hypotheses seu m
etaphysicae, seu physicae, seu qualitatum

 

occultarum
, 

seu 
m

echanicae, 
in 

philosophia 
experim

entali 
locum

 
non 

habent. 
In hac 

（
１
） 

Biblioth. phil. du législateur; t.V
I; Recherches phil. sur la prop. et le vol. 

著
者
は
ま
ず
三
種
類
の

運
動
す
な
わ
ち
本
質
的
、
自
発
的
、
お
よ
び
偶
然
的
な
い
し
強
制
的
、
の
三
種
類
を
区
別
す
る
。
著
者
は
こ
れ
ら

に
つ
い
て
長
々
と
論
じ
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
（p.273-274

）。
「
か
く
し
て
疑
う
余
地
の
な
い
二
つ
の
原

理
が
証
明
さ
れ
た
。
一
．
存
在
は
す
べ
て
そ
の
運
動
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
．
一
つ
の
物
体
に
お
け

る
運
動
の
維
持
は
、
他
の
物
体
の
破
壊
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
二
つ
の
原
理
か
ら
同
様
に
疑
う
余
地
の
な

い
一
つ
の
系
が
結
果
す
る
。
そ
れ
は
、
物
体
は
す
べ
て
相
互
に
破
壊
し
合
う
権
利
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
が

所

有

プ
ロ
プ
リ
エ
テ

と
呼
ば
れ
る
権
利
で
あ
る
。
」 

  

次
に
自
然
が
介
入
す
る
。
「
自
然
が
我
々
に
所
有
の
権
利
を
授
け
る
の
は
、
気
ま
ぐ
れ
あ
る
い
は
贅
沢
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
で
は
全
く
な
い
。
自
然
的
欲
求
に
の
み
集
中
し
て
も
、
所
有
の
権
利

を
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
そ
の
特
権
を
切
り
離
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
限
界
を
越
え
る
こ
と
で
あ
る
」

（p.289

）。
彼
は
「
花
や
果
物
は
無
数
の
小
動
物
の
生
産
物
で
あ
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
あ
る
旅
行
家
の
考
え
方

を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
「
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
植
物
は
人
間
お
よ
び
動
物
と
所
有
の
権
利
を

共
有
す
る
と
我
々
が
主
張
し
て
も
人
々
は
余
り
驚
か
な
い
で
あ
ろ
う
」
（p.307

）
。 

p.406.

「
第
三
の
覚
え
書
梗
概
」
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
た
ち
へ
の
書
簡
」
で
終
っ
て
い
る
（p.481

）。
「
貴

方
が
た
だ
け
が
―
と
サ
ン
・
シ
モ
ン
は
彼
ら
に
言
う
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
平
穏
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
を
再
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
学
問
世
界
は
教
皇
を
選
出
す
る
権
限
と
使

命
を
も
っ
た
代
表
者
を
一
人
な
い
し
複
数
ロ
ー
マ
に
派
遣
す
る
こ
と
、
教
皇
は
使
命
を
受
け
た
ら
す
ぐ
に
お
よ

そ
次
の
概
要
の
宣
言
を
な
す
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
科
学
理
論
の
首
席
教
皇
の
宣
言
』
は
そ
の
些
細
な
文

言
に
至
る
ま
で
忠
実
に
守
る
べ
き
こ
と
。
」 
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サ
ン
・
シ
モ
ン
の
弟
子
た
ち
は
師
の
学
説
の
『
解
説
』
を
出
版
し
た
（
１
）
。
そ
の
序
論
は
サ
ン
・
シ
モ
ン

の
学
説
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。「
第
一
回
。
こ
の
回
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
現
時
点
に
お
い
て
置

か
れ
て
い
る
痛
ま
し
い
状
況
を
感
得
せ
し
め
る
た
め
に
当
て
ら
れ
る
。
愛
情
の
絆
は
す
べ
て
断
ち
切
ら
れ
、

後
悔
あ
る
い
は
恐
怖
が
至
る
と
こ
ろ
に
充
満
し
、
喜
び
と
希
望
は
ど
こ
に
も
な
い
…
」
。
こ
れ
は
改
革
家
の

あ
ら
ゆ
る
企
画
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
導
入
部
で
あ
る
（
２
）
。
人
々
が
自
ら
の
生
活
し
て
い
る
社
会
に
つ
い
て

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
言
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
幾
世
紀
か
経
過
し
た
が
、
多
分
こ
れ
は
ま
だ
長
い
間
続

く
で
あ
ろ
う
。
「
ゼ
ウ
ス
か
ら
た
っ
ぷ
り
と
苦
痛
を
送
り
付
け
ら
れ
な
い
人
間
は
い
な
い
（
３
）
」
と

M
im

nerm
e

は
す
で
に
言
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
移
ろ
う
。
「
こ
の
恐
る
べ
き
危
機
に
直
面
し
て
我
々
は
人

類
を
新
し
い
道
へ
と
呼
び
寄
せ
、
分
離
さ
せ
ら
れ

．
．
．
．
．
．
、
孤
立
し

．
．
．
、
闘
争
し
て
い
る

．
．
．
．
．
．
こ
の
人
々
に
、
愛
情
に
よ

る
新
し
い
紐
帯
．
．
、
彼
ら
を
結
合
す
る

．
．
．
．
に
違
い
な
い
教
義
と
活
動
に
よ
る
新
し
い
紐
帯
．
．
を
発
見
す
る
瞬
間
が

来
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
尋
ね
よ
う
。
…
二
．
第
二
回 

こ
の
よ
う
な
未
来
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統

の
偉
大
な
書
物
を
ひ
も
と
け
ば
、
我
々
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
が
今
日
人
間
社
会
に
対
し
て
予
言
し
て
い
る
こ

の
未
来
の
方
向
に
向
っ
て
人
間
社
会
が
実
際
に
た
ゆ
み
な
く
前
進
し
て
い
る
の
を
見
る
。
…
」
こ
こ
に
は
、

人
間
社
会
の
進
化
が
一
定
の
方
向
に
お
い
て
完
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
科
学
的
試
み
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
七
章
で
述
べ
た
。
第
三
回
は
「
歴
史
を
見
る
新
し
い
見
方｣

を
理
解
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
不
幸
に
し
て
要
約
は
本
文
が
含
ん
で
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
を
約

束
し
て
い
る
。
こ
の
第
三
回
は
我
々
の
時
代
の
悪
に
つ
い
て
の
宣
言
へ
と
我
々
を
導
い
て
ゆ
く
。
す
な
わ

ち
、
「
政
治
論
客
」
、
「
哲
学
者
」
は
偏
見
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
我
々
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
デ
カ
ル
ト
、
マ

ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
聖
ト
マ
ス
に
比
す
べ
き
人
物
を
一
人
も
持
っ
て
い
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
な
ん
ら
か
の
歴
史
理
論
と
大
し
た
関
係
は
も
っ
て
い
な
い
。

事
実
、
次
に
我
々
は
有
機
的
時
代

．
．
．
．
．
と
批
判
的
時
代

．
．
．
．
．
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
た

だ
根
拠
の
な
い
言
明
に
す
ぎ
ず
、
事
実
の
、
報
告
が
な
い
点
で
た
だ
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
第
四
回
は
―
例

に
よ
っ
て
要
約
に
し
た
が
え
ば
―
「
人
類
の
普
遍
的
結
合

．
．
．
．
．
（association

 
universelle

）
へ
の
傾
向
」

を
説
明
し
て
い
る
。 

（
３
） 

B
ergk , Poetae Lyrici, II, p.26: 

 

■
（
ギ
リ
シ
ャ
語10

字
）
■.Th

éognis

（425-428

）
は
、
人
間
に
と

っ
て
、

良
の
こ
と
は
生
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
生
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
出
来
る
だ
け
早
く
死
ぬ

こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。 

（
２
） 

Fourier, Th
éorie des quatre m

ouv., Paris, 1841, p.23. 

「
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
が
人
類
を
導
い
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
目
的
に
人
類
が
い
ま
だ
全
く
到
達
し
て
い
な
い

こ
と
は
、
普
遍
的
不
安
感
の
存
在
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
不
安
感
は
我
々
に
、
我
々
の
運
命
を
変
え
る
か
も
知

れ
な
い
何
か
巨
大
な
出
来
事
を
予
兆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」 

（
１
） 

D
octrine Saint-Sim

onienne, Exposition, Paris, 1854 

  

philosophia 
propositiones 

deducuntur 
ex 

phaenom
enis, 

et 
redduntur 

generales 
per 

inductionem
. 

115



 

サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
は
ま
す
ま
す
一
つ
の
宗
教
と
な
り
（
１
）
、
遂
に
は
一
種
の
神
秘
的
官
能
趣
味

と
な
っ
た
。
一
組
の
聖
職
者
夫
婦
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
夫
婦
は
、
あ
る
時
は
「
知
性
の
節
度
な
き
熱

情
を
鎮
め
、
あ
る
い
は
官
能
の
無
規
制
な
欲
求
を
抑
制
し
、
ま
た
あ
る
時
は
遂
に
無
気
力
に
な
っ
て
い
た

 

第
七
回
は
、
こ
の
新
た
な
権
利
が
「
自
然
．
．
の
法
則
、
神
の
．
．
意
思
、
一．
般
的
効
用

．
．
．
．
に
合
致
し
て
い
る
」
か

ど
う
か
を
探
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
神
、
効
用
は
人
々
に
奴
隷
の
存
在
を
許
し
た
。
後
に
そ

れ
ら
は
人
々
に
そ
れ
を
禁
じ
た
。
…
し
か
し
サ
ン
・
シ
モ
ン
が
登
場
し
て
彼
ら
に
言
っ
た
。
諸
君
の
閑
居

無
為
は
自
然
．
．
に
反
し
、
不
敬
虔

．
．
．
で
あ
り
、
全
て
の
人
々
お
よ
び
諸
君
自
身
に
と
っ
て
有
害
．
．
で
あ
る
。
諸
君

は
働
く
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
そ
の
他
何
回
か
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
展
開
し
て
い
る
。
先
行
の
回
と

同
じ
よ
う
に
そ
こ
に
は
厳
密
な
論
証
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
感
情
へ
の
訴
え
、
曖
昧
で
没
批
判
的
な

歴
史
観
念
に
も
と
づ
く
訴
え
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

第
五
回
は
我
々
に
「
人
類
発
展
の
一
般
図
式
」
を
約
束
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
般
図
式
を
着
想
さ

せ
る
歴
史
な
る
も
の
は
作
り
話
と
の
接
点
を
一
つ
な
ら
ず
も
っ
た
代
物
で
あ
る
。
「
第
六
回 

人
は
こ
れ

ま
で
人
を
食
い
物
に
し
て
き
た
。
主
人
と
奴
隷
、
貴
族
と
平
民
、
領
主
と
農
奴
、
地
主
と
小
作
、
閑
人
と

労
働
者
。
こ
こ
に
今
日
に
至
る
ま
で
の
人
類
の
進
歩
の
歴
史
が
あ
る
。
普
遍
的
統
合

．
．
．
．
．
、
こ
こ
に
我
々
の
未

来
が
あ
る
。
各
人
．
．
に．
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
能
力
は
成
果
に
よ
っ
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
こ
こ
に
新
し
い
権
利
が
あ
る
。

こ
の
権
利
は
征
服
と
生
れ
に
よ
る
権
利
に
取
っ
て
代
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
も
は
や
人
を
食
い
物
に
す
る

の
で
は
な
く
、
人
間
の
能
力
に
委
ね
ら
れ
た
世
界
を
、
相
互
に
協
力
し
て
活
用
す
る
。
」
こ
れ
は
ま
こ
と
に

美
し
い
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
理
想
は
い
か
に
す
れ
ば
実
現
さ
れ
得
る
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ

ま
さ
に
我
々
に
誰
も
ほ
と
ん
ど
教
え
て
く
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

サ
ン･

シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
ス
エ
ズ
運
河
が
も
た
ら
し
得
る
利
益
に
つ
い
て
の
直
観
を
も
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
本
当
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
の
偶
然
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
科
学
的
研
究
の
成
果
で
は

全
く
な
い
。
さ
ら
に
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
レ
セ
ッ
プ
ス
が
ス
エ
ズ
地
峡
の
開
鑿
事
業

に
取
り
組
ん
だ
の
も
、
パ
ナ
マ
地
峡
の
開
鑿
事
業
に
取
り
組
ん
だ
の
も
、
全
く
見
境
な
し
に
や
っ
た
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
ス
エ
ズ
で
は
成
功
し
、
パ
ナ
マ
で
は
失
敗
し
た
。
賭
博
者
が
ル
ー
レ
ッ
ト

で
あ
る
数
字
で
は
も
う
け
、
別
の
数
字
で
は
す
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
政
治
家
た

ち
の
貪
欲
―
こ
れ
は
ス
エ
ズ
運
河
の
場
合
と
パ
ナ
マ
の
場
合
と
の
時
間
の
経
過
の
中
で
か
な
り
増
大
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
―
は
パ
ナ
マ
の
場
合
の
失
敗
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十

分
に
は
こ
の
失
敗
を
説
明
し
切
れ
な
い
。 

一
九
世
紀
の
始
め
に
は
経
済
的
目
的
の
た
め
の
結
合
の
精
神
（l’esprit d’association

）
が
大
き
く
発

展
す
る
の
が
見
ら
れ
た
。
主
要
か
つ
重
要
な
産
業
企
業
は
株
式
会
社
の
形
を
取
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は

改
革
家
た
ち
の
熱
情
を
呼
び
起
し
、
彼
ら
は
そ
れ
を
彼
ら
の
言
語
に
翻
訳
し
た
。
こ
れ
は
一
般
的
現
象
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
多
く
の
人
々
が
思
い
違
い
を
し
た
。
彼
ら
は
改
革
家

た
ち
の
教
義
が
事
実
を
生
み
出
し
た
と
考
え
た
。
し
か
し
教
義
の
事
実
に
対
す
る
影
響
は
、
そ
れ
が
存
在

す
る
場
合
で
も
、
教
義
に
対
す
る
事
実
の
影
響
よ
り
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。
株

式
会
社
を
創
設
さ
せ
た
の
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
で
は
な
く
、
株
式
会
社
の
有
す
る
経
済
的
有
利

性
で
あ
る
。 

 

116



知
性
を
覚
醒
さ
せ
、
あ
る
い
は
麻
痺
し
て
い
た
官
能
を
再
び
燃
え
立
た
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
夫
婦
は
慎

し
み
と
羞
恥
の
魅
力
の
す
べ
て
を
知
っ
て
お
り
、
同
時
に
自
己
放
棄
と
悦
楽
の
恩
寵
の
す
べ
て
を
知
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
（
２
）
。
」
こ
う
し
た
エ
ロ
ス
的
神
秘
的
な
迷
論
に
耽
っ
た
の
は
と
く
に
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン

で
あ
り
、
ま
た
不
思
議
な
デ
リ
カ
シ
ー
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
彼
は
母
親
へ
の
手
紙
の
中
で
、
こ
の
際
ど
い

問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
を
披
瀝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
母
親
に
対
し
て
大
胆
に
も
次
の
よ
う

に
書
く
の
で
あ
る
。
「
私
は
次
の
よ
う
な
あ
る
状
況
を
心
に
描
く
。
つ
ま
り
、
私
の
妻
だ
け
が
サ
ン
・
シ
モ

ン
た
る
我
が
息
子
の
一
人
に
幸
福
、
健
康
、
そ
し
て
生
命
を
与
え
る
能
力
が
あ
り
、
彼
を
そ
の
腕
の
中
で

愛
撫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
燃
え
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
私
が
判
断
す
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

…
」
バ
ロ
ー
（B

arrault

）
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
聖
職
者
は
女
性
聖
職
者
に
対
し
、
そ
の
聖
職
の
成

就
の
際
に
は
、
十
全
で
絶
対
の
自
由
を
与
え
る
。
そ
し
て
彼
女
の
信
者
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
い
か
な

る
制
限
も
設
け
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
か
か
わ
る
神
秘
不
可
思
議

．
．
．
．
．
．
に
い

か
な
る
制
限
も
設
け
な
い
。
…
夫
の
厳
し
い
監
視
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
婚
の
床
は
、
妻
に
と
っ
て
の
牢
獄

た
る
こ
と
、
ま
た
感
情
、
思
考
、
礼
儀
作
法
の
敵
対
を
長
い
間
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
た
種
族
間
の
高
い
障

壁
た
る
こ
と
、
生
れ
に
よ
る
権
利
の
不
可
侵
の
城
壁
た
る
こ
と
を
や
め
る
。
聖
職
者
は
そ
の
種
族
の
嫉
妬

深
い
偏
見
を
捨
て
、
そ
れ
以
降
、
妻
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
優
越
性
を
放
棄
す
る
。
普
遍
的
家
族
の
父
は
そ

の
私
的
な
家
族
に
お
い
て
そ
の
血
液
の
純
粋
で
変
る
こ
と
の
な
い
伝
達
を
大
事
に
し
た
り
そ
れ
を
特
権
で

飾
ろ
う
と
は
決
し
て
し
な
い
（
３
）
。
」 

す
べ
て
の
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
が
こ
う
し
た
教
義
を
受
け
容
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ル
ノ
ー

（C
arnot

）
は
「
教
父
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
呼
び
掛
け
は
背
徳
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
雑
然
雑
多
の
方
向
に

向
っ
て
い
る
」（p.41

）
と
ず
け
ず
け
と
言
っ
て
い
る
。 

（
３
） 

Loc. cit., p.204-205 

（
２
） 

Religion Saint-Sim
onienne. M

orale. R
éunion g

én
érale de la fam

ille. Enseignem
ents du p

ère 

suprêm
e. Les trois fam

ille, Paris, à la librairie Saint-Sim
onienne; avril 1832; p.171. 

（
１
） 

Recueil de prédications, p.380.

「
あ
ゝ
、
そ
れ
ゆ
え
貴
方
は
躊
躇
懸
念
を
捨
て
て
、
我
々
と
共
に
新
し
い
神
、

未
来
の
神
を
崇
拝
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
ぬ
が
よ
い
。
…
お
ゝ
、
叡
智
と
光
明
の
神
よ
！
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
崇
敬

し
て
き
た
汝
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
し
て
彼
ら
以
上
に
我
々
は
崇
敬
す
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は

彼
ら
以
上
に
汝
の
広
大
無
辺
の
構
想
の
秩
序
、
調
和
、
規
則
性
を
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
全
く
こ
の
調
子
の
ペ

ー
ジ
が
延
々
と
続
く
。 

E
nfantin, loc. cit., p.207.

「
私
は
死
に
．
．
、
生
き
．
．
、
生
れ
る

．
．
．
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
サ
ン･

シ
モ
ン
で
あ
る
。

永
遠
に
進
歩
す
る

．
．
．
．
．
．
．
サ
ン･

シ
モ
ン
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
名．
に
お
い
て
時
間
．
．
の
中
に
顕
現
す
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン

が
神
に
向
っ
て
前
進
す
る
の
は
私
を
通
し
て

．
．
．
．
．
、
そ
し
て
私
に
お
い
て

．
．
．
．
．
で
あ
る
。
」 

狂
信
者
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
道
を
ま
ち
が
っ
て
し
ま
い
、
自
分
自
身
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ほ
う
が
よ
か

っ
た
で
あ
ろ
う
一
女
性
、
セ
シ
ル
・
フ
ル
ネ
ル
は
少
な
く
と
も
良
識
の
ひ
ら
め
き
を
も
っ
て
お
り
、
次
の

よ
う
に
言
っ
た
。
「
我
々
に
対
し
て
ま
ず
部
厚
い
封
筒
と
と
も
に
表
明
さ
れ
始
め
た
理
論
を
私
は
拒
否
す
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オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
次
い
で
彼
は
、
サ
ン
・

 

婦
人
は
「
発
言
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
婦
人
が
発
言
す
る
の
を
待
っ
て
い
て
は
「
婦
人

た
ち
は
―
と
教
父
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
言
う
―
も
は
や
宣
教
の
た
め
に
壇
上
に
登
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
婦
人
た
ち
は
教
義
と
無
関
係
で
い
て
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
家
族
の
一
員
に
な
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
す
べ
て
、
外
か
ら
見
れ
ば
、
我
々
の
周
囲
の
婦
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
訴
え

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
（
彼
の
か
た
わ
ら
に
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
肘
掛
椅
子
を
指
さ
し
つ
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
）
こ
れ
は
彼
女
た

ち
の
訴
え
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
婦
人
の
訴
え
を
す
べ
て
の
人
々
に
表
示
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ

る
だ
ろ
う
。
婦
人
に
は
教
義
が
欠
如
し
て
い
る
。
婦
人
に
は
教
義
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
婦
人
は
い
ま

だ
隷
属
状
態
に
あ
る
。
婦
人
は
混
乱
せ
る
平
等

．
．
．
．
．
．
の
状
態
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
婦
人
は
そ
れ
か
ら
離
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
。
婦
人
は
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婦
人
は
、
要
請

さ
れ
た
か
ら
に
は
、
発
言
す
る
で
あ
ろ
う
」（p.56

）
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
長
い
間
こ
の
婦
人
．
．
な

る
も
の
を
探
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
婦
人
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
。 

 

し
か
し
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
た
一
人
物
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
真
面
目
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
私
が
ア
ン
リ
・
フ
ル
ネ
ル
や
ス
テ
フ
ァ
ー
ヌ
・
フ
ラ
シ
ヤ
と
共
に
我
々
の
至
高
の
父
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン

か
ら
受
け
取
っ
た
使
命
に
従
っ
て
、
今
日
私
は
私
と
彼
ら
の
名
に
お
い
て
、
技
術
者
、
産
業
企
業
家
、
商

人
、
農
民
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
業
お
よ
び
建
設
す
べ
き
産
業
施
設
の
総
合
計

画
を
描
く
た
め
に
必
要
な
、
ま
た
こ
の
計
画
を
地
中
海
沿
岸
の
仕
事
の
一
般
計
画
と
調
和
さ
せ
る
た
め
に

必
要
な
全
て
の
資
料
を
我
々
に
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
、
訴
え
る
」
（p.35

）
。 

 

あ
る
日
リ
ヨ
ン
で
カ
イ
ウ
ス
（
カ
リ
グ
ラ
）
は
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
姿
を
し
て
高
い
演
壇
の
と
こ
ろ
に
身
を

置
き
託
宣
を
下
し
始
め
て
い
た
。
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
ガ
リ
ヤ
人
の
靴
屋
が
笑
い
出
し
た
。「
私
が
ど
う

し
た
と
言
う
の
だ
ね
」
と
カ
イ
ウ
ス
は
尋
ね
た
。
「
あ
ん
た
は
全
く
常
軌
を
逸
し
て
い
る
（
１
）
」
が
答
え
で

あ
っ
た
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
あ
い
だ
に
は
こ
の
靴
屋
の
子
孫
は
一
人
も
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
党
派
か
ら
の
脱
走
者
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
れ
は
不
幸
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
ら
が
創
始

し
た
新
宗
教
の
教
皇
と
な
っ
た
。 

る
。
…
そ
の
よ
う
な
理
論
を
拒
否
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
理
論
は
道
徳
に
適
っ
て
い
な
い
の
に
適
っ
て
い

る
も
の
と
確
信
し
て
そ
れ
を
主
張
し
広
め
よ
う
と
す
る
者
も
私
は
拒
否
す
る
」
（p.36

）
。
こ
う
し
た
教
義
に

つ
い
て
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
あ
い
だ
で
起
っ
た
議
論
を
見
る
と
我
々
に
は
彼
ら
が
ま
る
で
熱
狂
し
興

奮
し
た
夢
想
家
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
に
は
絶
対
的
に
喜
劇
の
セ
ン
ス
が
欠
け
て
い
た
。「
教
父
ア
ン

フ
ァ
ン
タ
ン
」
の
次
の
よ
う
な
せ
り
ふ
を
聞
い
て
笑
わ
ず
に
い
ら
れ
る
と
は
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
「
レ

イ
ノ
ー
だ
け
が
高
度
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
使
命
を
理
解
し
て
い
る
。
彼
は
私
を
偉
大
と
感
じ
て
お

り
、
私
が
偉
大
な
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
私
を
偉
大
と
見
な
し
て
い
る
。･･･

」
（p.34

）
。
「
私
は
貴
方
が
た

に
、
私
が
貴
方
が
た
に
と
っ
て
会
の
主
宰
者
で
も
な
く
、
保
護
者
で
さ
え
な
く
、
教
育
者
で
も
な
い
こ
と

を
述
べ
た
。
私
は
司
祭
で
さ
え
な
い
。
私
は
人
類
の
父
で
あ
る
。
」 

（
１
） 

D
io, C

ass., LIX. 26: 

■
（
ギ
リ
シ
ャ
語
二
語
）
■. 
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実
証
主
義
の
出
発
点
は
正
し
い
。
そ
れ
は
、
感
情
が
人
間
の
行
為
に
対
し
て
き
わ
め
て
甚
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
と
い
う
事
実
の
認
識
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
論
理
的
帰
結
は
、
我
々
は
人
間
の
感
情
を
考
慮
に
入

れ
ず
し
て
は
社
会
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
感
情
の
発
現

は
そ
の
他
の
実
験
的
事
実
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
事
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
我
々
は
す
べ

て
の
実
験
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
論

理
が
我
々
に
提
供
し
う
る
帰
結
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
証
主
義
は
そ

れ
を
越
え
て
進
も
う
と
し
、
事
実
の
観
察
に
と
ど
ま
ろ
う
と
せ
ず
、
事
実
を
支
配
し
事
実
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
沢
山
の
定
言
的
命
令
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
を
我
々
に
押
し
付
け

よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
主
義
は
明
ら
か
に
科
学
の
陣
地
か
ら
離
れ
る
。
我
々
が
化
学
者

に
求
め
る
の
は
、
各
種
の
物
質
が
ど
の
よ
う
に
結
合
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
彼
ら
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

い
か
な
る
結
合
が
あ
り
え
な
い
か
を
、
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
必
然
性
を
認
識
す

る
こ
と
と
、
新
し
い
宗
教
を
創
始
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
は
本
質
的
に
別
の
事
柄
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
実
証
主
義
な
る
も
の
が
、
す
べ
て
の
人
間
知
識
が
精
密
さ
を
獲
得
し
た
方
向
に
お
け
る
一

進
歩
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
後
方
へ
の
回
帰
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
由
来
し
て
い
る
。
す
で
に
中
世
の
学
校

に
お
い
て non est philosophi recurere ad D

eum
（
神
に
頼
る
哲
学
者
は
い
な
い
）
と
い
う
こ
と
が

繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
当
時
以
降
自
然
諸
科
学
の
進
歩
は
す
べ
て
、
経
験
と
論
理
の
領
域
を

信
仰
の
領
域
か
ら
ま
す
ま
す
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
証
主
義
は
い

ま
だ
に
こ
れ
ら
を
混
同
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現
代
に
あ
っ
て
、
何
か
あ
る
形
而
上
学
的
な

仮
説
に
よ
っ
て
惑
星
の
運
動
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
天
文
学
者
、
あ
る
い
は
各
惑
星
は
そ
れ
を
そ
の
軌
道

に
導
く
一
人
の
天
使
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
惑
星
運
動
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
天
文
学
者
の
試
み
を
連
想
さ
せ
る
。
一
九
世
紀
に
お
け
る
自
然
諸
科
学
の
壮
大
な
発
展

は
、
い
つ
の
時
代
に
も
人
間
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
宗
教
感
情
に
対
し
て
あ
る
新
し
い
形
式
、
す
な
わ
ち

科
学
的
形
式
を
結
果
と
し
て
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
科
学
の
発
展
は
、
古
い
お

と
ぎ
話
に
代
っ
て
子
供
た
ち
を
楽
し
ま
せ
る
新
し
い
お
と
ぎ
話
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
（Jules Verne

）

の
お
と
ぎ
話
を
我
々
に
提
供
し
た
。
摩
訶
不
思
議
な
話
に
対
す
る
願
望
は
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
す
る
も

の
で
あ
り
、
子
供
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
さ
ら
に
大
人
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
さ
え
恒
常
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
形
式
の
み
が
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。 

シ
モ
ン
主
義
の
教
義
が
十
分
に
実
証
的
で
な
く
、
ま
た
あ
ま
り
に
宗
教
的
で
神
秘
的
で
あ
る
と
考
え
て
そ

れ
か
ら
離
れ
た
。
彼
の
人
生
の
終
盤
に
な
っ
て
彼
自
身
が
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
と
同
じ
程
度
に
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
に
宗
教
的
神
秘
的
に
な
っ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
単
独
の
孤
立

し
た
も
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
実
証
主
義
者
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス

ペ
ン
サ
ー
も

初
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
を
十
分
に
実
証
主
義
的

．
．
．
．
．
で
な
い
と
し
て
彼
と
距
離
を
置
い

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
も

後
に
は
一
種
の
形
而
上
学
的
宗
教
を
抱
懐
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
は

単
な
る
偶
然
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
実
証
主
義
者
た
ち
は
科
学
の
地
盤
に
立
ち
そ
こ
に
留
ま
ろ
う
と
努
力

し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
彼
ら
を
宗
教
の
地
盤
の
上
に
つ
れ
戻
す
あ
る
抵
抗
し
が
た
い
力
に
引
張
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
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実
証
主
義
が
人
間
に
と
っ
て
の
宗
教
の
必
然
性
を
宣
言
す
る
こ
と
は
正
し
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は

実
証
主
義
は
科
学
の
領
域
内
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
人
々
に
対
し
て
、
彼
ら
が
将
来
持
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
信
仰
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
科
学
か
ら
離
脱
す
る
。
こ
の
未
来
に
お
け
る
信
仰
が
他
の

信
仰
よ
り
も
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
実
証
主
義
が
掲
げ
る
理
由
は
ほ
と
ん
ど
価
値
が
な

い
。
ま
た
、
た
と
え
こ
の
理
由
が
大
い
に
価
値
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
新
し
い
宗
教
が
人
々
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
可
能
性
に
は
何
ら
作
用
し
な
い
。
人
々
が
信
仰
す
る
の
は
感
情
に
導
か
れ
て
で
あ
っ

て
、
理
性
に
導
か
れ
て
信
仰
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
の
成
功
に
と
っ
て
、
そ
の
科
学
性
の
多

寡
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
。

後
に
、
実
証
主
義
の
信
奉
者
は
経
験
の
教
訓
を
無
視
し
て
い
る
。

経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
完
全
に
哲
学
者
や
学
者
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
民
衆
に
課
せ
ら
れ
た
宗
教
は

か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。 

  

別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
実
証
主
義
は
一
八
世
紀
の
終
り
こ
ろ
に
存
在
し
た
あ
る
種
の
党
派
に
対
す
る
反

動
を
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
反
動
の
根
源
に
は
合
理
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
革
命
的
諸
党
派
は

過
去
を
仮
借
な
く
弾
劾
し
、
そ
し
て
、
あ
る
種
の
事
柄
は
絶
対
的
に
有
益
か
つ
正
当
で
あ
り
、
い
つ
の
時

代
に
も
そ
の
価
値
を
否
定
す
る
こ
と
は
罪
で
あ
っ
た
と
確
認
し
て
い
た
。
「
人
権
宣
言
」
は
こ
の
点
に
つ
い

て
典
型
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
空
間
を
問
わ
ず
い
か
な
る
制
限
も
認
め
て
い
な
い
。
す
べ
て
人
は
、
い

か
な
る
人
で
あ
れ
、
人
間
と
し
て
の
権
利
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
権
利
は
前
史
時
代
の
人
間

で
あ
れ
、
現
代
の
フ
エ
ゴ
島
人
で
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
れ
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
れ
同
じ
で
あ
る
（
１
）
。 

他
方
こ
れ
は
す
で
に
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
実
証
主
義
は
諸
制
度
の
価
値
は
全
面

的
に
時
間
と
場
所
に
依
存
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
主
義
は
歴
史
的
事
実

に
つ
い
て
の
よ
り
正
確
な
認
識
を
獲
得
し
て
い
る
。
例
え
ば
実
証
主
義
は
も
は
や
中
世
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を

ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
見
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
シ
ャ
ル
マ
ー

ニ
ュ
の
君
主
政
治
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ル
イ
一
六
世
の
君
主
政
治
と
同
じ
も
の
と
し
て
判
断
す
る
と
い

っ
た
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
奴
隷
制
の
よ
う
な
あ
る
種
の
制
度
が
現
代
社
会
に
お
い
て
非
難
さ
れ
る
の

が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
、
か
つ
て
は
そ
れ
が
有
益
で
あ
り
え
た
こ
と
を
も
認
め
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
ま
た
実
証
主
義
は
行
き
す
ぎ
る
。
あ
る
同
一
の
方
策
で
も
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
社
会
の

ち
が
い
に
よ
っ
て
異
な
る
効
果
を
生
み
出
す
か
ら
と
い
っ
て
、
異
な
る
い
ろ
い
ろ
の
社
会
に
対
し
て
共
通

の
な
ん
ら
か
の
効
果
も
ま
た
現
わ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
の
同
一
量

の
投
薬
が
異
な
る
二
人
の
人
物
に
対
し
て
同
一
の
効
果
を
生
み
出
さ
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
一

回
で
も
投
薬
が
大
量
で
あ
る
場
合
に
は
ど
ん
な
人
物
を
も
死
に
到
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
た
し
か

で
あ
る
。
諸
制
度
は
全
く
絶
対
的
な
形
で
評
価
し
て
も
な
ら
な
い
し
、
ま
た
も
っ
ぱ
ら
相
対
的
な
形
で
評

価
し
て
も
な
ら
な
い
。
例
え
ば
あ
る
制
度
が
あ
る
一
国
の
食
糧
を

低
量
に
減
少
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら

す
と
い
っ
た
場
合
、
そ
の
制
度
は
ま
た
然
る
べ
き
所
で
、
然
る
べ
き
時
に
住
民
を
僅
少
数
に
減
少
さ
せ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
派
の
何
人
か
の
論
者
た
ち
は
、
全
て
は
過
去
に
お
い

て
正
当
化
で
き
る
、
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
い
る
（
２
）
。
彼
ら
は
、
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
歴
史
に
お

け
る
経
済
的
諸
事
実
の
あ
い
だ
の
関
係
あ
る
い
は
法
則
を
知
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
一
層
、
彼
ら
の

論
証
に
お
い
て
手
を
縛
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
政
治
経
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さ
ら
に
実
証
主
義
は
コ
ン
ト
そ
の
他
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
立
て
た
原
則
か
ら
も
逸
脱
し
た
。
こ
れ
は

実
証
主
義
の
宗
教
的
性
格
が
強
ま
る
こ
と
に
よ
る
。
と
こ
ろ
で
宗
教
は
そ
の
本
性
そ
の
も
の
か
ら
し
て
絶

対
的
な
も
の
に
向
う
。
過
去
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
相
対
性
が
宣
言
さ
れ
、
そ
し
て
同
時
に
、
未
来

に
つ
い
て
は
あ
る
絶
対
的
な
価
値
を
も
っ
た
諸
制
度
の
樹
立
が
要
求
さ
れ
た
。
コ
ン
ト
が
推
奨
す
る
措
置

済
学
の
特
権
で
あ
る
。
た
と
え
ば
化
学
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
一
語
も
知
ら
ず
に
化
学
史
を
書
こ
う
と
は

誰
も
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
ら
の
論
者
た
ち
の
理
論
は
次
の
数
語
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
過
去
に
お
け
る
す
べ
て
の
制
度
は
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
時
代
に
は
、
あ
り
う
べ
き

良
の
も

の
で
あ
っ
た
、
と
。
し
か
し
こ
れ
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
命
題
は
あ
ま
り
理

由
の
よ
く
分
ら
な
い
ま
ま
、
現
在
に
つ
い
て
は
真
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際

し
か
し
こ
れ
ら
の
論
者
た
ち
は
、
総
じ
て
講
壇
社
会
主
義
の
教
義
の
信
奉
者
な
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
諸

制
度
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
２
） 

W
. J. A

shley, H
ist. et doct. écon. de l’Angl., trad. fran

ç ., G
iard  et  B

rière; I 

は
「
利
子
の
禁
止
は

西
欧
の
経
済
条
件
に
適
合
し
て
い
た
」(p.200)

こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
著
者
は
次
の
よ

う
に
言
う
（p.199

）。「
高
利
の
禁
止
が
合
法
的
な
商
業
を
現
実
に
妨
害
し
た
り
、
製
造
業
の
進
歩
を
阻
害
し
た
り

す
る
場
合
が
頻
繁
に
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
高
利
の
禁
止
が
世
論
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
法
規
に
よ
っ

て
公
式
に
制
定
さ
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
」
こ
れ
は
、
法
が
そ
れ
の
有
し
う
る
本
質
的
利

点
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
限
り
は
、
全
て
の
法
に
つ
い
て
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
論
法
を

受
け
容
れ
る
な
ら
ば
、
全
て
の
法
は
、
そ
れ
が
存
在
し
存
続
す
る
限
り
は
そ
の
国
の
経
済
条
件
に

も
良
く
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
が
述
べ
て
い
る
商
業
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
、
二
つ

の
仮
説
を
設
け
れ
ば
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
商
業
が
存
在
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
、

で
あ
る
。
商
業
が
存
在
し
て
い
た
場
合
に
は
、
先
の
論
法
に
よ
っ
て
禁
止
法
は
い
か
な
る
害
も
な
さ
な
か
っ
た
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
。
商
業
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
著
者
が
経
済
問
題
に
つ
い
て
の
教
会
の
教
義
に

つ
い
て
述
べ
つ
つ
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
（p.161

）
、
禁
止
法
も
ま
た
害
を
な
さ
な
い
。
「
教
会
の
教
義
は
ほ
と
ん

ど
害
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
商
業
そ
の
も
の
が
全
く
大
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

当
時
の
実
際
の
商
業
は
王
侯
貴
族
に
贅
沢
品
を
供
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
」
し
か
し
、

「
商
業
が
大
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
原
因
の
一
つ
は
教
会
や
民
法
に
よ
る
禁
止
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
は
我
々
の
著
者
が
用
心
し
て
調
べ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

（
１
） 

勿
論
こ
れ
は
理
論
上
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
一
七
九
三
年
の
「
人
権
宣
言
」
の
著
者
た
ち
は
実
際
に
お
い
て
は
、

旧
貴
族
の
権
利
と
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
権
利
の
あ
い
だ
に
大
き
な
差
異
を
設
け
て
い
た
。
こ
の
「
宣
言
」
を
到

る
所
に
掲
示
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
、「
宣
言
」
執
筆
者
の
現
在
に
お
け
る
後
継
者
た
ち
も
実
際
上
は
、
ジ
ュ

ス
イ
ッ
ト
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
革
家
的
自
由
思
想
家
、
工
場
主
と
労
働
者
、
保
守
主
義
者
と
社

会
主
義
者
、
等
と
の
あ
い
だ
に
権
利
上
の
大
き
な
差
異
を
設
け
て
い
る
。
中
国
人
もH

ow
as

も
た
し
か
に
人
権
．
．
を

享
受
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
彼
ら
が
多
少
な
り
と
も
虐
殺
さ
れ
た
り
略
奪
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を

少
し
も
妨
げ
な
か
っ
た
。 
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信
者
た
ち
を
義
務
の
道
に
と
ど
め
る
た
め
に
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
信
者
た
ち
は
死
後
に
は
大

存
在
に
列
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
約
束
す
る
。
こ
の
見
通
し
は
あ
る
種
の
人
々
に
は
大
変
喜
ば
し
い
も
の

で
あ
り
え
よ
う
が
、
そ
う
し
た
こ
と
に
あ
ま
り
関
心
の
な
い
別
種
の
人
々
も
存
在
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
あ

る
感
じ
の
よ
い
作
品
の
中
で
、
テ
ラ
モ
ン
の
息
子A

jax

の
魂
が
、
ア
キ
レ
ス
の
武
器
に
関
す
る
判
断
に
お

い
て
人
間
が
犯
し
た
不
正
に
い
ま
だ
憤
っ
て
い
て
、
人
間
の
身
体
の
形
を
取
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
い
う
話
、

ま
た
同
じ
く
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
の
魂
も
人
間
種
族
を
嫌
悪
し
、
鷲
で
あ
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
い
う
話
を
伝
え

て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
大
存
在
の
一
部
に
な
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
望
ま
な
い
二
つ
の
魂
が
見
ら
れ
る
。
コ

ン
ト
と
プ
ラ
ト
ン
の
こ
う
し
た
考
察
は
知
的
遊
戯
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
ユ

の
大
部
分
は
撤
回
不
能

．
．
．
．
と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
撤
回
．
．
不
能
な
も
の
と
し
て

．
．
．
．
．
．
．
．
固
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

実
証
主
義
的
宗
教
は
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
神
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
人
類

ユ
マ
ニ
テ

と
い
う
一
集
団
を
つ
く
り

上
げ
、
コ
ン
ト
は
そ
れ
に
対
し
て
大
存
在
（G

rand- É tre

）
と
い
う
名
称
を
付
与
し
た
。
こ
れ
は
た
し
か

に
博
愛
主
義
者
の
感
情
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
人
間
嫌
い
の
人
の
感
情
に
は
対
立
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
感
情
の
う
ち
い
ず
れ
が
正
し
く

い
ず
れ
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
、
と
。
こ
の
問
い
の
場
合
に
は
物
理
学
や
数
学
に
お
け
る
二
つ
の
命
題
の

よ
う
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
が
極

端
と
み
な
し
た
あ
る
種
の
愛
他
主
義
的
生
活
様
式
を
我
々
に
課
そ
う
と
欲
す
る
。「
万
人
が
到
達
す
べ
く
要

求
さ
れ
る
水
準
の
、
あ
る
型
の
愛
他
主
義
が
存
在
す
る
―
と
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
言
う
―
、

そ
し
て
、
そ
の
水
準
を
越
え
る
も
の
は
、
義
務
的
で
は
な
く
て
、
賞
讃
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
１
）
。
」
コ
ン

ト
の
命
題
に
同
意
す
べ
き
か
、
ミ
ル
の
命
題
に
同
意
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
別
の
論
者
の
似
た
よ
う
な
命

題
に
同
意
す
べ
き
か
、
を
決
定
す
る
こ
と
は
感
情
の
問
題
で
あ
っ
て
、
科
学
は
そ
れ
と
は
全
く
関
係
が
な

い
。 

 
 

 
 

 

愛
他
主
義
の
教
皇
コ
ン
ト
が
完
璧
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
笑
い
を
禁
じ
え
な
い
。
夫
人
と

の
ご
た
ご
た
は
我
々
に
と
っ
て
は
、
彼
を
美
わ
し
い
光
の
も
と
に
見
さ
せ
る
所
以
で
は
な
い
。
彼
の
病
的
な
虚
栄

心
は
、
彼
を
し
て
そ
の
地
位
を
失
な
わ
せ
、
遂
に
は

良
の
友
人
た
ち
を
も
彼
か
ら
遠
ざ
か
ら
し
め
た
。
彼
は
自

分
以
外
の
人
々
に
対
し
て
は
厳
格
極
ま
る
一
夫
一
婦
制
を
説
教
す
る
が
、
自
身
に
つ
い
て
は
、
そ
の
妻
の
存
命
中

か
ら
ク
ロ
テ
ィ
ル
ド
・
ド
・
ヴ
ォ
ー
に
夢
中
に
な
り
、
彼
女
に
つ
い
て

大
の
熱
狂
的
調
子
で
語
る
の
で
あ
る
。

彼
女
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
く
。
「
変
わ
る
こ
と
の
な
い
あ
る
純
粋
さ
が
我
々
の
愛
情
を
強
固
に
し
、
客
観
的
結

合
の
比
類
な
き
一
年
の
間
、
私
の
復
活
の
根
本
的
源
泉
と
な
っ
た
。
」
こ
れ
は
人
間
的
弱
点
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
人
間
的
弱
点
が
存
在
す
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
な
い
組
織
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
。 

コ
ン
ト
は
異
端
の
可
能
性
を
全
面
的
に
無
視
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の

盛
期
に
異
端
が
姿
を
現
わ

す
の
を
見
た
。
そ
の
他
の
宗
教
も
異
端
の
出
現
を
免
れ
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
コ
ン
ト
が
人
類
に
課
そ
う

と
し
た
宗
教
に
は
い
か
に
し
て
、
い
か
な
る
理
由
で
異
端
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
上
の
す
べ
て
の
人

間
に
同
じ
よ
う
に
考
え
さ
せ
う
る
と
信
ず
る
こ
と
は
ほ
ど
ほ
ど
の
狂
気
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。 

（
１
） 

Auguste Com
te et le positivism

e, p.151. 
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コ
ン
ト
の
信
奉
者
た
ち
は
こ
う
し
た
事
柄
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
を
好
ま
な
い
（
１
）
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う

な
脱
線
は
コ
ン
ト
の
学
説
の
そ
の
他
の
部
分
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
少
し
も
な
い
と
考
え
る
。
こ
の

理
屈
は
、
も
し
こ
の
コ
ン
ト
の
学
説
が
受
容
さ
れ
る
べ
く
論
理
に
の
み
訴
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
申
し

分
な
く
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
数
学
の
著
作
の
中
に
誤
っ
た
定
理
と
正
し
い
定
理
と
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
に
、

初
の
定
理
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
第
二
の
定
理
の
価
値
を
少
し
も
損
な
わ
な
い
。
ニ
ュ

ー
ト
ン
が
光
に
つ
い
て
誤
れ
る
理
論
を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
万
有
引
力
の
理
論
の
価
値
が
ど
う

な
る
と
い
う
の
か
。
も
し
明
日
に
で
も
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
魔
術
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
発
見
さ
れ

る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
幾
何
学
の
定
理
の
価
値
が
変
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
幾
何
学

の
定
理
の
価
値
は
固
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、
定
理
の
論
理
的
な
力
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
定
理
の
創

ー
ク
リ
ッ
ド
の
定
理
と
は
か
す
か
な
差
異
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

信
仰
と
科
学
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
信
仰
が
優
位
に
立
ち
、

後
に
は
科

学
を
完
全
に
追
放
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
コ
ン
ト
の
場
合
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

後
の
い

く
つ
か
の
著
作
に
お
い
て
は
司
教
の
よ
う
に
権
威
を
振
り
ま
わ
し
、
も
は
や
論
証
し
よ
う
と
さ
え
し
な
い
。

例
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。「
視
覚
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
明
確
で
安
定
し
た
も
の
に
な
る
た
め

に
は
、
空
間
お
よ
び
そ
れ
の
含
む
諸
形
式
（em

preintes

）
に
対
し
て
あ
る
一
つ
の
色
彩
を
指
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
色
彩
の
選
択
が

初
い
か
に
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
に
し
て

も
、
普
遍
的
信
仰
（culte 

universel
）
か
ら
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
習
慣
を
綜
合
精
神
の
な
か
に
移
入
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
綜
合
精
神
を

も
よ
く
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
選
択
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
宗
教
的
し
き
た
り
の
健
全
な
評
価
は
、

良
の
様
式
が
白
地
の
上
に
緑
色
の
諸
型
式
を
形
成

す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
感
得
せ
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
の
も
と
で
は
、
大
環
境

（G
rand-M

ilieu

）
の
共
感
的
に
受
動
的
な
本
性
は
、
大
物
神
（G

rand-F
étiche

）
お
よ
び
大
存
在
と

の
あ
る
特
別
の
関
係
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
特
徴
づ
け
ら
れ
、
大
物
神
お
よ
び
大
存
在
の
色
彩
は
身
体
的
で

も
あ
り
道
徳
的
で
も
あ
る
主
要
な
属
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
」 

 

（
１
） Synthèse subjective, I , p.119. 

  

新
宗
教
は
ま
た
、
算
法
の
新
た
な
基き

を
も
我
々
に
課
す
る
。
「
七
と
い
う
数
字
は
、
あ
る
総
合
に
至
る
二

つ
の
数
列
、
あ
る
い
は
二
つ
の
対つ

い

の
あ
い
だ
の
数
列
か
ら
成
っ
て
お
り
、
三
つ
の
神
聖
な
数
の
和
に
続
く

も
の
で
あ
り
（
１
）
、
我
々
が
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
る

大
の

ぐ
ん群

を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
数

字
は
、
我
々
が
あ
る
大
き
さ
の
中
で
直
接
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
分
割
の
限
界
を
措
定
す
る
。
こ
の
よ

う
な
特
権
は
体
系
的
に
、
こ
の
数
字
を
具
体
的
で
も
あ
り
抽
象
的
で
も
あ
る
窮
極
的
算
法
の
基
と
解
釈
す

る
に
至
ら
し
め
る
。
こ
の
基
と
な
る
数
字
は
、
と
り
わ
け
一
般
に
既
約
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
分

数
変
換
に
お
け
る
完
全
な
周
期
性
の
有
す
る
特
別
の
便
利
さ
か
ら
も
、
素
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２
）
。 

（
２
） 

Synthèse subjective, I, p.127-128. 

（
１
） 

一
、
二
、
三
の
こ
と
で
あ
る
。 
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あ
る
命
題
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
論
理
で
は
な
く
権
威
に
訴
え
る
な
ら
ば
、
全
て
は
変
っ
て
し

ま
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
証
主
義
の
本
質
は
ま
さ
し
く
権
威
に
訴
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
知
性

な
る
も
の
は

・撹
・乱
・的

で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、
コ
ン
ト
の
弟
子
た
ち
は
そ
の
師
に
な
ら
っ
て
、
社
会
科
学
に

お
い
て
は
意
見
の
自
由
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
意
見
の
自
由
は
無
政
府
主
義
的
で
あ
り
、
我
々
は
有
能

な
人
間
が
決
定
す
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
断
言
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
証
主
義
な
る

も
の
が
問
題
と
な
る
と
き
、
誰
が
一
体
コ
ン
ト
よ
り
も
有
能
で
あ
る
の
か
。
従
っ
て
我
々
は
彼
コ
ン
ト
の

決
定
を
す
べ
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
１
）
。
実
証
主
義
が
自
由
主
義
に
つ
い

て
非
難
す
る
「
否
定
的
批
判
」
に
陥
ら
ず
し
て
、
い
か
に
し
て
我
々
は
あ
る
一
つ
の
選
択
を
な
す
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
ま
さ
に
こ
の
種
の
選
択
を
な
そ
う
と
欲
し
た
が
ゆ
え
に
糾
弾

さ
れ
る
。 

 

数
の
神
秘
的
属
性
に
関
す
る
コ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
脱
線
は
彼
の
体
系
の
一
部
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
彼
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
進
化
を
判
定
す
る
際
に
は
数
の
神
秘
と
い
う
考
え
方
に
支
配
さ

れ
て
い
る
。
彼
は
「
二
つ
の
相
対
立
す
る
傾
向
」
を
区
別
す
る
。
「
一
方
は
本
質
的
に
逆
行
的
な
形
而
上
学

的
傾
向
で
あ
り
、
他
方
は
優
れ
て
進
歩
的
な
実
証
的
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
対
照
性
は
、
私
が

・聖
な

る
も
の
と
し
た

初
の
三
つ
の
数
を
発
生
源
と
す
る
、
数
の
哲
学
的
属
性
を
考
え
れ
ば
感
得
さ
れ
る
も
の

と
な
る
。
…
そ
う
し
た
属
性
は
、
ま
ず
物
神
的
本
能
が
そ
れ
ら
を
知
ら
せ
て
い
た
と
き
に
は
、
次
い
で
神

政
政
治
の
叡
智
が
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
て
い
た
と
き
に
は
、
つ
ね
に
適
正
に
評
価
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

ギ
リ
シ
ア
の
繊
細
さ
は
そ
う
し
た
数
の
理
論
的
特
性
を
し
ば
し
ば
変
質
さ
せ
た
。
…
（
１
）
」
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は

例
外
で
あ
る
。
「
彼
は
特
に
神
聖
な
数
に
つ
い
て
物
神
的
思
弁
を
め
ぐ
ら
す
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ

 
 

 
 

義
に
よ
っ
て
措
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
そ
れ
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
は
悪
循
環
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
定
義
の
力
の
何
と
偉
大
な
こ
と
か
。 

（
１
） 

同
様
に
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
も
「
至
高
の
師
」
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
決
定
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
人
類
の
こ
の
司
祭
た
ち
は
彼
ら
の
権
力
を
濫
用
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
師
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
」
の

こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
愉
快
で
あ
る
。
「
司
祭
の
側
か
ら
の

・職
・種
・濫
・用

が
想
像
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
別
の
心
配
に

私
が
拘
泥
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
反
論
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
こ
と
に
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
た
し
か
に

・濫
・用

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
何
故
と
な
ら
ば
聖
職
者
は
有
能
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
、

定
義
に
よ
り
、
ま
た
職
務
に
よ
り

・道
・徳
・を
・向
・上
・さ
・せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
組
の
人
間
が
ま
さ
に
そ
の
能
力

を
・

・

・

・

・

・

・

・

・

道
徳
的
に
低
下
さ
せ
る
た
め
に
用
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悪
循
環
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
」
（Réun. 

gén. de la fam
., p.169

） 

（
１
） 

コ
ン
ト
の
著
書Synthèse subjective

は
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
も
は
や
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
しSystèm

e de politique positive

『
実
証
政
治
学
体
系
』
はSynthèse subjective

『
主

観
的
綜
合
』
の
中
に
見
出
さ
れ
る
諸
命
題
よ
り
ま
し
で
あ
る
と
は
ま
ず
言
え
な
い
命
題
を
多
数
含
ん
で
い
る
。 

始
者
の
心
的
素
質
の
よ
う
な
外
的
状
況
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。 

              

か
く
し
て
あ
る
一
定
の
人
々
が
あ
る
事
柄
を
な
す
た
め
に
は
、
彼
ら
は
そ
れ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
定 
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科
学
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
は
る
か
に
コ
ン
ト
を
凌
駕
し
て
お
り
、
彼
と
は
全
く
比
較
に
な
ら
な
い

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
も
ま
た
こ
の
同
じ
悪
癖
に
陥
り
、
同
胞
の
感
情
を
支
配
し
よ
う
と
欲
し
、
い

か
な
る
権
威
に
よ
る
の
か
は
知
ら
な
い
が
、
同
胞
た
ち
に
対
し
て
い
か
に
振
舞
う
べ
き
か
を
命
令
し
よ
う

と
欲
す
る
。
『
社
会
学
原
理
』
を
著
し
た
学
者
と
『
諸
国
民
の
道
徳
』
の
著
者
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と

を
納
得
す
る
こ
と
自
体
、
相
当
の
努
力
を
必
要
と
す
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
我
々
は
何
を
食
い
何
を
飲

む
べ
き
か
、
我
々
は
い
か
に
休
息
す
べ
き
か
、
等
が
道
徳
の
名
に
お
い
て
追
求
さ
れ
て
い
る
。「
献
立
の
単

調
さ
に
不
平
を
な
ら
す
人
物
は
―
と
ス
ペ
ン
サ
―
は
言
う
―
料
理
の
多
彩
さ
に
楽
し
み
を
求
め
て
い
る
点

で
非
難
し
た
い
と
私
は
思
っ
た
。
そ
れ
は
道
徳
の
名
に
お
い
て
彼
を
糾
弾
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
善
悪
に

関
す
る
教
義
は
そ
れ
ゆ
え
、
食
物
に
変
化
を
つ
け
た
い
と
い
う
欲
求
に
譲
歩
す
る
こ
と
が
善
い
こ
と
か
悪

い
こ
と
か
を
判
断
す
る
問
題
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
（
１
）
。
」
結
論
的
に
は
、
多
様
性
は
許
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
多
様
性
を
楽
し
む
に
際
し
て
、
ま
た
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
大
変
な
議
論
を
し
て
苦
労
し
て
拒

否
し
た
禁
欲
主
義
者
を
馬
鹿
に
す
る
に
際
し
て
、
許
可
を
待
た
な
か
っ
た
人
々
が
沢
山
い
る
。
刺
激
物
は

使
用
す
べ
き
で
あ
る
か
。
「
私
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
―
と
著
者
は
言
う
―
絶
対
的
道
徳
が
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
刺
激
物
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
日
常
的
使
用
を
排
斥
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
…
極
め
て

重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
の
結
論
は
発
酵
飲
料
の
全
面
的
禁
欲
の
支
持
者
の
到
達
点
を
越
え
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
結
論
は
コ
ー
ヒ
ー
も
茶
も
等
し
く
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
（
２
）
。
」
け
れ
ど
も
「
相
対
的
道

徳
」
は
絶
対
的
道
徳
よ
り
も
人
柄
が
よ
い
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
刺
激
物
の
節
度
あ
る
使
用
を
認
め
て
お
り
、

「
日
常
生
活
の
単
調
さ
を
時
折
破
り
に
や
っ
て
来
る
祝
祭
の
集
ま
り
の
際
に
（
３
）
」
そ
れ
ら
を
飲
む
こ
と
は

良
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
え
言
う
。 

た
。
彼
は
抽
象
に
よ
る
飛
躍
と
い
う
健
全
な
機
序
が
し
ば
し
ば
我
々
の
知
性
に
も
た
ら
す
自
由
に
よ
っ
て

思
考
を
よ
り
よ
く
規
制
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
神
聖
な
数
を
そ
の
客
観
的
根
拠
に
基
づ
い
て
主
観
的
に

巧
み
に
利
用
し
た
（
２
）
。
」 

（
３
） 

Loc. cit., §217. 

こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
で
も
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
す
べ
て
が
言

（
２
） 
Loc. cit., §215. 

（
１
） 

La m
orale des différents peuples, trad. franç. G

uillaum
in, §212

. 

（
２
） 

Loc. cit., p.335 
我
々
に
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
そ
の
人
の
本
物
の
著
作
は
一
つ
も
な
く
、
彼
の
教
義
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
の
で
き
る
の
は
た
だ
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
教
義
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
。Stobée 

は
彼
ら
の
教
義
の
断
片
を

残
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
し
ば
し
ば
コ
ン
ト
の
著
作
の
い
く
つ
か
の
部
分
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
程
度
に

良
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
が
コ
ン
ト
を
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。Philolaüs

は
、
■
旬
日
■
は
「
偉

大
で
完
璧
で
、
全
て
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
的
、
天
上
的
、
か
つ
人
間
的
な
生
活
の
原
理
」
で
あ
る
こ
と

を
正
し
く
認
識
し
て
い
る(Stob., Eglog., I, 2, 3.) 

。
次
か
ら
次
へ
と
挿
入
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
、
あ

る
種
の
意
味
を
発
見
す
る
ほ
ど
に
活
発
な
想
像
力
を
も
っ
た
人
々
が
い
る
も
の
で
あ
る
。 

（
１
） 

Systèm
e de polit. posit., III , p.296 
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W
. J. A

shley

は(loc. cit., p.171
)

重
々
し
くG

.C
ohn

の
権
威
に
よ
り
つ
つ
我
々
を
説
得
す
べ
く
次
の
文
章

 

コ
ン
ト
の
体
系
の
経
済
学
的
部
分
は
極
め
て
初
歩
的
で
あ
る
。
ま
た
コ
ン
ト
の
体
系
は
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ

に
倣
っ
て
（
１
）
、
ま
ず
は
倫
理
的
・
宗
教
的
体
系
で
あ
り
、
物
質
的
利
害
、
し
た
が
っ
て
経
済
に
は
全
く
副

次
的
な
位
置
し
か
与
え
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
２
）
。
さ
ら
に
コ
ン
ト
は
、
経
済
学
お
よ

び
経
済
学
者
を
甚
だ
し
く
軽
蔑
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
学
問
に
つ
い
て
は

も
初
歩
的
な
命
題
さ
え
身
に

つ
け
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
（
３
）
。
彼
が
経
済
学
者
の
著
作
を
検
討
し
た
の
は
、
そ
の
科
学
的
な
部
分
を

全
く
無
視
し
て
、
副
次
的
な
事
柄
あ
る
い
は
枝
葉
末
節
を
あ
げ
つ
ら
う
た
め
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に

お
い
て
は
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
学
派
」
に
属
す
る
、
少
な
か
ら
ぬ
著
者
た
ち
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
彼
の
著
作
は
今
日
で
も
依
然
と
し
て
、
経
済
学
説
を
論
駁
し
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
り
つ
つ
た
だ
風

車
と
戦
っ
て
い
る
人
士
に
、
論
拠
を
提
供
し
つ
づ
け
て
い
る
。 

（
３
） 

彼
が
化
学
に
つ
い
て
、
主
に
等
価
の
理
論
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
化
学
の
理
解
が
時
に
、
政
治
経

済
学
に
お
い
て
は
つ
ね
に
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
、
科
学
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
歴
史
学
派
の
な
か
で
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
点
で
実
証
主
義
と
関
連
を
も
っ

て
い
る
人
々
は
、
政
治
経
済
学
に
対
す
る
コ
ン
ト
の
軽
蔑
を
模
倣
し
て
い
る
。
彼
ら
は
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
十

分
明
晰
な
基
礎
知
識
は
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
。 

（
２
） 

Syst. de. Pol. posit., I. p.165. 

「
…
実
証
主
義
的
解
決
は
そ
の
特
徴
的
な
十
全
性
に
よ
っ
て
完
全
に
共 
 
 

産
主
義
的
解
決
に
優
位
す
る
。
共
産
主
義
は
も
っ
ぱ
ら
富
の
問
題
に
専
念
し
、
あ
た
か
も
富
だ
け
が
今
日
ま
ち
が

っ
て
分
配
さ
れ
ま
ち
が
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
社
会
力
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
別
の

諸
能
力
の
大
多
数
に
つ
い
て
な
お
一
層
の
現
実
的
濫
用
が
存
在
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
空
想
家
た
ち
が
全
く
規
制

し
よ
う
と
し
な
い
知
的
才
能
に
つ
い
て
そ
れ
が
言
え
る
。
我
々
の
生
存
の
総
体
を
構
想
す
る
に
唯
一
ふ
さ
わ
し
い

実
証
主
義
の
み
が
、
社
会
感
情
を
我
々
の
現
実
的
活
動
の
何
で
あ
れ
す
べ
て
の
様
式
に
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

社
会
感
情
の
正
当
な
支
配
権
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」 

Ibidem
, I, p.5.

「
私
は
つ
ね
に
感
情
の
普
遍
的
優
位
を
宣
言
し
て
き
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
主
と
し

て
、
社
会
学
に
お
い
て
優
越
的
な
知
性
と
活
動
に
対
し
て
関
心
を
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
決
定
的
な
発
展
は
い
ま
や
そ
れ
ら
の
真
の
体
系
化
の
時
代
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
、
感
情
の
普
遍
的

優
位
と
い
う
こ
の

終
目
的
は
、
感
情
に
、
す
な
わ
ち
道
徳
の
本
質
的
領
域
に
、
明
示
的
に
支
配
権
を
与
え
る
に

至
る
。
」 

こ
こ
に
コ
ン
ト
お
よ
び
多
数
の
倫
理
学
者
た
ち
の
饒
舌
な
表
現
法
の
見
本
が
あ
る
。
彼
ら
は
言
葉
を
事
物
と
み

な
す
。
ま
ず
形
容
詞
と
副
詞
の
濫
用
に
注
意
せ
よ
。
決
定
的

．
．
．
発
展
、
真
の
．
．
体
系
化
、

終
．
．
目
的
、
明
示
．
．
的
に
．
．
支
配

す
る
、
本
質
的

．
．
．
領
域
。
次
に
発
展
と
は
何
か
。
さ
ら
に
そ
れ
は
何
故
に
決
定
的

．
．
．
な
の
か
。
真
の
．
．
体
系
化
は
い
ず
こ

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
。
に
せ
．
．
の
体
系
化
は
い
ず
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
意
味
不
明
の
文
章
の
全
体
が
言

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
到
達
さ
れ
た
そ
の
研
究
段
階
で
は
、
道
徳
の
領
域
に
属
す
る
感
情
に
支
配
さ
せ
る
の
が

賢
明
だ
と
コ
ン
ト
は
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。 

（
１
） 

こ
れ
ら
二
つ
の
体
系
の
あ
い
だ
の
接
触
点
は
数
多
い
。
第
六
章
を
参
照
。 

わ
れ
た
。
こ
れ
を
論
ず
る
論
者
た
ち
は
同
じ
こ
と
を
際
限
も
な
く
繰
り
返
し
て
い
る
。 
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我
ら
の
著
者
に
よ
れ
ば
実
証
主
義
的
神
政
政
治
は
社
会
の
中
の
精
神
権
力
を
構
成
す
る
。
世
俗
権
力
は
資

本
家
貴
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
指
導
者
は
銀
行
家
で
あ
る
。
労
働
者
の
給
与
に
関
し
て
は
コ
ン
ト

は
『
実
証
政
治
体
系
』
第
二
巻
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
あ
る
程
度
の
修
正
を
除
け
ば
「
労
働
者
の
仕

事
に
対
す
る
報
酬
は
依
然
と
し
て
企
業
家
の
個
人
的
な
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら

だ
け
が
各
職
務
を
然
る
べ
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る(p.412

)

。
し
か
し
第
四
巻
で
彼
は
、

多
分
こ
の
決
定
が
あ
ま
り
に
無
政
府
主
義
的
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
問
題
に
再

び
立
ち
戻
っ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
「
通
常
の
」
給
与
は
「
等
し
く
な
い
二
つ
の
部
分
」
に
分
け
ら
れ
る
に

ち
が
い
な
い
こ
と
を
想
い
起
こ
す
。
「
一
つ
は
仕
事
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
各
作
業
者
に
与
え
ら
れ
る
固

定
部
分
で
あ
り
、
他
方
は
活
動
の
成
果
に
比
例
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
基
本
原
則
は
、
職
員
を
養
う
た

め
に
国
庫
を
大
臣
に
委
託
し
は
す
る
が
、
大
存
在(G

rand-E
tre

)

が
全
て
を
所
有
す
る
体
制
に
お
け
る
人

間
労
働
の
必
然
的
無
償
性
―
こ
の
基
本
原
則
は
こ
れ
に
依
存
す
る
―
と
同
じ
く
異
論
の
余
地
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
」
「
し
か
し
、
―
と
コ
ン
ト
は
つ
け
加
え
る
―
私
は
、
第
二
巻
で
は

終
決
定
を
実
践
的
指
導
者

に
割
当
て
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
で
は
あ
え
て
通
常
の
比
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
基
本
原
則
を

補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
の
当
時
か
ら
、
こ
の
原
則
は
宗
教
的
決
断
に
よ
っ
て
即
時
の
明
確

さ
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
十
分
に
は
評
価
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
」

(
p.
34
0)

。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
実
証
主
義
年
次
十
三
ヶ
月
の
各
月
に
つ
き
一
〇
〇
フ
ラ
ン
の
月
俸
を
決
定
す
る
。

都
市
で
は
給
与
の
変
動
部
分
は
「
実
質
的
な
平
均
労
働
時
間
に
よ
っ
て
七
フ
ラ
ン
」(p.341

)

に
決
定
さ
れ

る
。
「
先
の
割
合
で
あ
れ
ば
労
働
者
世
帯
―
私
の
以
前
の
説
明
で
は
正
常
（
６
）

に
は
七
人
か
ら
な
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
―
の
一
日
の
生
活
費
と
し
て
九
フ
ラ
ン
が
以
降
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
コ
ン
ト
は
、
労

働
者
の
安
楽
を
保
障
す
る
た
め
に
は
労
働
者
に
現
金
で
の
名
目
上
の
給
与
を
確
定
す
る
だ
け
で
は
十
分
で

は
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
の
給
与
が
彼
の
必
要
と
す
る
経
済
的
財
を
ま
か
な
わ
せ
る
こ
と
を
実
際
に
可
能
に

す
る
こ
と
を
も
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
コ
ン
ト
は
、
労
働
者
の
日
当
を
九
フ
ラ
ン
と
決
定
す
れ
ば
商
品
の
価
格
は
変
化
せ
ず
、
価
格
の
上
昇

が
給
与
の
上
昇
を
空
し
く
す
る
こ
と
も
な
い
と
信
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
素
朴
な
誤
謬
は
コ

ン
ト
お
よ
び
そ
の
崇
拝
者
の
う
ち
の
幾
人
か
の
政
治
経
済
学
の
知
識
の
程
度
を
測
る
の
に
適
当
で
あ
る
。

  
 

 
 
 
 

と
こ
ろ
で
こ
れ
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
引
用
者
も
、
引
用
さ
れ
た
著
者
も
科
学
的
経
済
学
の
理
論
を
身
に
つ

け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
科
学
的
経
済
学
の
理
論
は
「
要
塞
」
で
は
全
く
な
い
し
、「
人

間
性
を
指
導
」
し
よ
う
と
は
露
願
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
と
り
わ
け
道
徳
問
題
に
は
関
心
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
た

だ
諸
事
実
の
あ
い
だ
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
以
外
の
目
的
は
絶
対
的
に
持
た
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
科
学

的
経
済
学
の
理
論
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
彼
ら
の
論
証
が
有
効
で
あ
る
た
め
に

は
、
彼
ら
の
知
ら
な
い
こ
と
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
多
分
こ
れ
は
少
し
極

端
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。 

を
引
い
て
い
る
。
「
今
日
あ
る
よ
う
な
価
値
学
説
が
、
政
治
経
済
学
を
精
密
科
学
と
し
て
、
人
間
性
を
指
導
す
る
不

安
定
な
規
則
よ
り
も
上
位
に
位
置
さ
せ
、
経
済
的
問
題
と
道
徳
と
の
あ
い
だ
に
明
瞭
な
境
界
線
を
引
く
、
確
実
な

真
理
の
た
め
の
信
頼
で
き
る
要
塞
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
愚
鈍
な
誤
謬
に
す
ぎ
な
い
。
」 
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こ
れ
よ
り
前
の
ビ
シ
ャ
六
四
の
一
九
日
（
一
八
五
二
年
一
二
月
二
十
日
月
曜
日
）
に
コ
ン
ト
は
ニ
コ
ラ

  

こ
の
美
わ
し
い
計
画
を
実
現
す
る
た
め
に
コ
ン
ト
は
、
議
会
の
無
政
府
状
態
を
鎮
圧
し
た
ば
か
り
の
、

ほ
か
な
ら
ぬ
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
支
持
と
協
力
を
当
て
に
し
た
。
「
西
欧
の
病
気
が
本
質
的
に
知
的
お
よ

び
道
徳
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
中
心
的
国
民
の
指
導
者
は
、
計
画
を
実
現
す
る
能

力
を
証
示
す
る
唯
一
の
宗
教
に
そ
の
根
本
的
治
療
を
委
ね
る
」(p.380

)

。
そ
れ
に
し
て
も
コ
ン
ト
は
ト
ル

コ
政
府
を
賞
讃
す
る
。
ホ
メ
ロ
ス
六
五
の
七
の
日
（
一
八
五
三
年
二
月
四
日
金
曜
日
）（
１
）

に
彼
が
レ
シ
ッ

ド
・
パ
シ
ヤ
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
は
冗
談
で
は
な
く
極
め
て
真
剣
で
あ
る
。「
我
々
の
世

紀
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
政
治
と
西
欧
の
政
治
と
の
特
徴
的
な
対
照
を
示
し
て
い

る
。
社
会
の
運
動
を
指
導
す
る
能
力
を
な
く
し
た
西
欧
の
当
局
者
た
ち
は
も
は
や
、
実
際
的
秩
序
の
当
座

の
維
持
の
た
め
に
い
ま
だ
不
可
欠
で
あ
る
と
は
い
え
、
革
命
的
状
況
を
永
続
化
さ
せ
が
ち
で
あ
る
、
盲
目

的
抑
圧
し
か
行
使
し
て
い
な
い
。
し
か
し
真
の
意
味
で
国
民
の
指
導
的
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
オ
リ
エ

ン
ト
の
指
導
者
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
の
持
つ
べ
き
二
つ
の
機
能
、
す
な
わ
ち
善
を
励
ま
し
悪
に
抵
抗

す
る
機
能
を
立
派
に
果
す
べ
く
つ
ね
に
努
力
し
て
い
る
。
こ
の
高
貴
な
態
度
は
現
在
ロ
シ
ア
に
お
け
る
と

同
様
ト
ル
コ
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
」(III, p.XLV

II-XLV
III)

。 

 

一
日
九
フ
ラ
ン
と
い
う
給
与
は
実
証
主
義
支
配
下
の
全
労
働
者
に
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
こ
の
実
証

主
義
の
領
土
は
地
球
の
可
住
限
界
以
外
に
は
不
可
避
的
な
限
界
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
習
俗(m

oeurs)

の
類
似
性
と
聖
な
る
言
語
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
、
教
育
と
信
仰
の
一
致
と
い
う
こ
の
よ
う
な

結
果
は
他
方
で
は

高
貴
族
の
直
接
的
か
つ
連
続
的
な
介
入
に
よ
っ
て
打
ち
固
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
万
四
千
人
の
銀
行
家
の
能
動
的
摂
理
の
も
と
に
、
人
間
の
惑
星
は
そ
の
到
る
と
こ
ろ
に
価
格
の
調

和
を
生
み
出
し
、
こ
の
価
格
の
調
和
は
企
業
家
の
能
力
不
足
あ
る
い
は
怠
惰
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
不

平
等
と
変
動
か
ら
の
労
働
者
の
正
当
な
る
防
衛
を
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。
」(p.342

)
 

 

実
際
に
一
日
九
フ
ラ
ン
以
上
稼
ぐ
労
働
者
が
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
も
無
駄
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

労
働
者
が
、
コ
ン
ト
が
そ
の
信
者
た
ち
に
約
束
し
た
天
国
を
す
で
に
味
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
ほ
と

ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。 

（
１
） 

実
証
主
義
体
系
へ
の
移
行
に
際
し
て
コ
ン
ト
は
新
暦
を
作
成
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
緊
急
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は

さ
ら
に
、
読
ま
れ
る
に
値
す
る
一
定
数
の
書
籍
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。

後
に
、
自
ら
の
教
皇
職
が
信
者
か
ら

の
援
助
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
、
彼
は
ホ
メ
ロ
ス
六
五
の
三
日
（
一
八
五
三
年
一
月
三
十
一
日
月
曜
日
）
付
で

回
状
を
出
し
、
援
助
金
を
出
す
よ
う
説
諭
す
る
。
「
聖
な
る
援
助
金
に
協
力
す
る
義
務
は
、
実
証
主
義
者
を
自
認
す

る
者
に
つ
い
て
は
誰
で
も
忌
避
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
私
は
近
い
う
ち
に
そ
れ
を
実
証
主
義
者
た

る
資
格
の
た
め
の
予
備
的
条
件
と
す
る
で
あ
ろ
う
」(Syst. de polit. posit., III, p.XXXV.)

。 

（
１
） 

コ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
が
「
正
常
」(norm

al)

か
つ
「
撤
回
不
能
」(irrévocable

)

で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら

の
言
葉
を
奇
妙
に
濫
用
す
る
。 
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不
幸
に
し
て
皇
帝
も
ス
ル
タ
ン
も
実
証
主
義
に
改
宗
す
る
熱
意
を
全
く
示
さ
な
か
っ
た
。
予
言
者
に
は

つ
ね
に
不
愉
快
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
か
く
し
て
予
想
を
裏
切
ら
れ
た
コ
ン
ト
は
こ
れ
に
苦
し
ん
だ
。

皇
帝
は
彼
に
返
答
さ
え
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
に
心
を
奪
わ
れ

た
指
導
者
の
無
作
法
」
で
あ
る 

(IV, p.xvii)

。
コ
ン
ト
は
つ
け
加
え
る
。
「
私
は
現
在
の
皇
帝
を
体
系
的

に
な
り
う
る
経
験
的
保
守
主
義
者
の
典
型
と
し
て
示
し
た
こ
と
を
少
し
も
後
悔
し
て
い
な
い
。
も
し
彼
が

こ
の
評
価
に
値
し
な
い
と
し
て
も
、
彼
の
後
継
者
に
は
こ
の
評
価
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う

る
で
あ
ろ
う
。
…
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
小
品
（
皇
帝
へ
の
書
簡
）
は
か
く
し
て
真
の
意
味
で
の
一
事
件

を
な
す
こ
と
に
な
る
。
私
は

後
に
は
現
在
の
専
制
君
主
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
判
断
を
根
本
的
に
変
更

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
事
件
の
歴
史
的
性
格
を
依
然
と
し
て
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
の
外
面
の
行
動
が
現
在
い
か
に
非
難
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
い
ま

だ
そ
れ
は
、
一
つ
の
巨
大
な
帝
国
の
国
内
的
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
、
四
半
世
紀
に
わ
た
る
尊
敬
す
べ

き
努
力
を
無
に
帰
せ
し
め
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
続
け
て
彼
は
皇
帝
が
未
来
に
対
し
て
よ

り
適
切
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
彼
を
厳
し
く
叱
責
す
る
（
１
）
。
「
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
指
導
者

た
ち
」
に
は
真
価
を
認
め
ら
れ
ず
、
コ
ン
ト
は
再
び
「
西
欧
的
指
導
者
た
ち
」
の
方
を
向
く
。
彼
は
言
う
。

「
そ
れ
ゆ
え
私
は
私
の
宣
言
の
中
で
、
西
欧
諸
国
の
人
々
の
懐
疑
精
神
を
外
面
で
は
全
く
そ
う
で
な
い
の

に
内
面
で
は
退
歩
的
た
ら
し
め
る
無
政
府
主
義
的
性
向
に
つ
い
て
十
分
に
考
慮
せ
ず
に
、
彼
ら
の
劣
等
性

を
言
明
し
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
皇
帝
の
場
合
に
も
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
大
王
が

百
科
全
書
的
体
系
精
神
に
認
め
る
こ
と
の
で
き
た
と
同
等
の
保
護
を
実
証
主
義
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

名
を
上
げ
自
ら
を
完
成
さ
せ
る
に
足
る
ほ
ど
に
自
ら
の
特
権
を
評
価
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
あ
る
。
三
十
年
来
私
が
西
欧
諸
国
の
人
々
に
し
ば
し
ば
抱
い
て
き
た
部
分
的
共
感
は
つ
い
に

私
を
し
て
、
西
欧
諸
国
で
こ
そ
即
座
に
満
足
す
べ
き
評
価
を
見
出
さ
ん
も
の
と
を
希
望
せ
し
め
る
に
至
る
。

十
分
な
評
価
は
私
が
い
ま
完
成
し
た
ば
か
り
の
論
考
の
後
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
。
」
こ

う
し
た
迷
論
は
『
実
証
主
義
政
治
体
系
』
第
四
巻
の
ダ
ン
テ
六
六
の
十
五
日
（
一
八
五
四
年
七
月
三
十
日

日
曜
日
）
付
の
序
文(p.xxiv

)

に
見
ら
れ
る
。 

ス
皇
帝
に
一
通
の
長
い
信
書
を
送
っ
た
。
彼
は
誇
大
妄
想
を
示
す
愉
快
な
筆
致
で
も
っ
て
始
め
て
い
る
。

「
変
る
こ
と
な
く
共
和
主
義
者
で
あ
る
一
哲
学
者
が
、
現
在
の
王
の
中
で
も

も
絶
対
的
な
る
王
に
対
し
、

社
会
的
か
つ
知
的
な
人
間
の
再
生
に
つ
い
て
の
体
系
的
説
明
を
献
げ
ま
す
。
…
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
私

の
哲
学
上
の
態
度
は
必
然
的
に
変
則
的
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
高
位
者
た
ち
の
無
能
が
、
い
つ
も
私
を

し
て
下
位
者
た
ち
に
頼
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
…
今
日
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
が
、

理
論
的
知
性
が
、
そ
れ
を
評
価
し
利
用
す
る
気
構
え
の
あ
る
指
導
者
を
掴
む
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
」
彼
は
恐
怖
と
と
も
に
し
た
た
め
る
。
「
昔
の
権
威
の
す
べ
て
に
対
す
る
近
代
知
性
の
共

同
の
反
逆
は
西
欧
各
国
の
あ
い
だ
に
徐
々
に
、
心
情
に
対
す
る
精
神
の
習
慣
的
反
発
を
生
ぜ
し
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
人
間
の
規
則
全
体
を
破
壊
す
る
こ
と
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」
彼
は
ロ
シ
ア
が
こ
の
忌
わ
し

い
傾
向
を
免
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
ロ
シ
ア
が
彼
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
福
音
を
受
け
入
れ
た
こ
と

で
、
ロ
シ
ア
を
賞
讃
す
る
。「
西
欧
の
書
籍
に
対
す
る
貴
下
政
府
の
賢
明
な
る
監
視
も
、
私
の
基
礎
的
著
述

六
巻
に
つ
い
て
は
自
由
な
流
通
を
妨
げ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」(III, p.xxxi)

。 
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カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
『
共
産
党
宣
言
』
の
な
か
で
、
実
証
主
義
を
そ
の
一
種
と
す
る
階
級
の
体
系
に

  

実
証
主
義
信
仰
は
今
日
に
至
る
も
依
然
と
し
て
現
実
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１
）
。
そ
の
信
仰

は
根
本
に
お
い
て
、
宗
教
史
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
そ
の
他
多
く
の
信
仰
と
比
べ
て
、
不
条
理
の

度
合
に
お
い
て
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
十
八
世
紀
末
の
頽
廃
期
に
お
け
る
別
の
も
う
一
つ
の
エ
リ
ー
ト
集

団
は
カ
グ
リ
オ
ス
ト
ロ(C

agliostro
)

を
讃
美
し
、
メ
ス
メ
ル
の
「
バ
ケ
ツ
」（
訳
注:

 

動
物
磁
気
が
発
す
る
と

さ
れ
て
い
た
。
）
の
ま
わ
り
に
馳
せ
参
じ
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
ド
イ
ツ
ま
で
広
ま
っ
た
あ
る
セ
ク
ト
は
現
在
も

祈
り
に
よ
っ
て
病
気
を
治
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
部
で
目
立
た
な
い
形
で
未
来
の
エ
リ
ー
ト
が
生
成

し
つ
つ
あ
る
労
働
者
階
級
は
「
人
道
主
義
的
」
諸
宗
教
の
奇
妙
な
儀
式
に
つ
い
て
知
ら
な
い
。
そ
し
て
仮

に
そ
う
し
た
儀
式
に
つ
い
て
彼
ら
が
知
ろ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
そ
れ
ら
を
軽
蔑
す
る

た
め
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
力
が
日
を
追
っ
て
増
大
し
て
い
る
の
を
感
じ
て
お
り
、

生
命
力
と
活
力
に
満
ち
て
お
り
、
こ
ん
な
子
供
だ
ま
し
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。 

  

（
１
） 

一
九
〇
二
年
三
月
Ｇ
・
ド
・
メ
ジ
エ
ー
ル
氏
は
ム
ッ
シ
ュ
ー
・
ル
・
プ
ラ
ン
ス
通
り
一
〇
番
の
コ
ン
ト
の
旧
宅
を

訪
問
し
た
。
彼
の
指
導
者
は
彼
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
…
、
つ
ま
り
貴
方
の
お
好
み
で

言
え
ば
実
証
主
義
風
に
洗
礼
を
受
け
た
の
は
こ
の
机
に
向
っ
て
で
す
。
―
ど
う
し
て
い
ま
だ
に
儀
式
が
行
な
わ
れ

る
の
か
。
―
た
し
か
に
。
し
か
し
象
徴
的
な
部
分
も
含
め
て
師
の
教
え
を
と
こ
と
ん
受
け
入
れ
る
ほ
ど
に
師
の
教

え
に
依
然
と
し
て
忠
実
な
人
々
の
名
簿
は
長
い
の
で
す
。
―
ま
ぁ
、
名
簿
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
二
つ
の

部
分
に
分
か
れ
て
い
ま
し
て
、
ま
ず
支
持
者
の
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
実
の
と
こ
ろ
コ
ン

ト
の
哲
学
思
想
の
賞
讃
者
、
彼
の
教
義
の
賛
同
者
し
か
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
…
パ
リ
市
会
議
員
の
ベ
ル
ト
ロ
ー

氏
、
フ
ラ
ン
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ベ
ル
ト
ロ
ー
氏
、
…
パ
リ
市
会
議
員
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
氏
、
旧
参
事
会
議
長(ancien 

président du conseil)

レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
氏
と
い
っ
た
人
々
で
す
。
さ
て
第
二
の
名
簿
で
す
が
こ
こ
に
は

純
粋
分
子
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
真
実
の
支
持
者
、
決
然
た
る
再
加
盟
者
、
実
行
者
で
す
。
病
院
の
医
師
、
…
外

科
医
、
ボ
ル
ド
ー
管
区
の
監
察
官
、
ム
ー
ラ
ン
の
大
審
裁
判
所
検
事
、
…
そ
し
て
医
者
、
医
者
、
こ
れ
は
き
り
が

あ
り
ま
せ
ん
。
―
す
る
と
こ
う
し
た
人
々
は
す
べ
て
実
証
主
義
教
の
儀
式
に
関
心
を
も
ち
、
入
信
を
認
め
ら
れ
、

紹
介
さ
れ
、
教
理
問
答
書
に
従
っ
て
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
身
を
引
か
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
え
え
と
、

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
人
が
一
月
十
七
日
、
人
類
教
の
祭
典
の
た
め
に
こ
の
サ
ロ
ン
に
出
席
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
一
二
月
三
十
一
日
、
死
者
の
祭
典
に
も
す
べ
て
の
人
が
来
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
…
す
べ
て
の
人

が
来
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
ら
に
出
席
し
て
い
ま
す
し
、
誰
も
実
証
主
義

の
教
義
が
象
徴
化
さ
れ
る
式
典
の
体
系
的
実
現
を
無
駄
と
か
滑
稽
と
か
思
う
人
は
い
な
い
の
で
す
。
」 

（
１
） 

IV, p.XV
III.

 

「

初
私
が
表
明
し
た
好
意
的
な
見
解
は
い
ま
や
皇
帝
に
対
し
て
、
い
つ
ま
で
も
常
軌
を
逸
脱
し

た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
長
い
経
歴
に
由
来
す
る
資
格
権
利
の
す
べ
て
を
後
世
に
お
い
て
失
う
で
あ
ろ
う
と

忠
告
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
…
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
賢
明
な
る
叱
責
が
現
在
の
皇
帝
を
し
て
、
そ
の
本

来
の
性
向
に
反
し
、
し
か
も
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
不
徳
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
権
力
簒
奪
を
や
め
る
こ
と
を
決
心
せ

し
め
る
よ
う
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 
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サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
、
コ
ン
ト
、
そ
し
て
ル
ル
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
の
継
承
者
と
し
て
自
ら
を
定
義
す

る
際
に
、
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
代
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

主
張
は
注
目
に
値
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
―
と
ル
ル
ー
は
言
う
―
過
去
に
お
け
る

も
偉
大
な
宗
教
で

あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
偉
大
な
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
人
類
で
あ
る
」(I, p.158

)

。
慈
悲

・

・

(charité)

の
概
念
は
完
成
さ
れ
て
連
帯

・

・(solidarité
)

の
概
念
に
な
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
慈
悲

を
組
織
す
る
仕
事
を
ひ
き
受
け
て
い
た
の
は
、
自
然
の
外
部
で
生
き
て
い
た
教
会
で
あ
っ
た
。
世
俗
の
社

会
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
原
理
と
し
て
い
た
。
歴
史
を
満
た
し
て
き
た
二
元
的
体
制(dualism

e
)

は
こ
れ
に
由

来
す
る
。
逆
に
、
我
々
が
理
解
す
る
意
味
で
の
慈
悲
の
原
理
と
と
も
に
、
す
な
わ
ち
相
互
連
帯
の
原
理
と

と
も
に
、
慈
悲
を
組
織
す
る
仕
事
は
世
俗
社
会
に
授
け
ら
れ
る
。
慈
悲
は
根
本
に
お
い
て
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム

  

そ
の
他
の
点
で
は
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
の
宗
教
感
情
は
、
コ
ン
ト
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
形
式
、
ま
た
初

期
の
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
考
え
方
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
形
式
と
、
時
と
し
て
余
り
違
わ
な
い
形

式
を
纏
っ
て
い
る
。 

 

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
も
コ
ン
ト
と
同
様
、
人
類

・

・

を
集
団
の
神
と
し
て
い
る
。
「
人
間
は
人
類
と
呼
ば
れ
る

理
念
的
存
在
が
潜
在
状
態
に
お
い
て
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
実
在
的
存
在
で
あ
る
（
１
）
。
」
依
然
と
し
て

コ
ン
ト
と
同
じ
く
、
他
者
の
た
め
に
の
み
人
が
生
き
る
こ
と
を
彼
は
願
う
。
「
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
人
類
と
は

独
立
に
自
分
自
身
で
生
き
て
い
る
、
と
信
じ
る
傲
慢
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
る
ほ
ど
人
は
自
分
自

身
で
生
き
て
い
る
。
私
が
言
う
よ
う
に
彼
は
人
類
で
あ
る
か
ら
。
彼
は
人
類
と
し
て
、
神
に
お
い
て
自
分

自
身
で
生
き
て
い
る
。
し
か
し
彼
が
自
分
自
身
で
生
き
る
の
は
、
彼
が
人
類
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
神

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
自
分
自
身
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
人
類
に

よ
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
」(I, p.205-206

)

。
我
ら
が
著
者
の
こ
の
文
体
は
特
徴
的

で
あ
る
。 

 

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
も
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に

初
は
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
で
あ

っ
た
。
彼
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
と
共
に
勝
利
し
た
快
楽
主
義
の
潮
流
と
性
的
逸
脱
と
に
対
す
る
反
撥
に
よ

っ
て
主
と
し
て
こ
の
セ
ク
ト
か
ら
離
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
で
彼
は
婦
人
崇
拝
―

近
の
サ

ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
の
宗
教
感
情
の
み
な
ら
ず
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
や
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・

ミ
ル
の
宗
教
感
情
も
ま
た

後
に
は
、
別
の
例
外
的
で
は
な
い
経
過
を
経
て
こ
の
婦
人
崇
拝
に
到
達
し
た

―
の
悪
癖
に
陥
ら
ず
に
済
ん
だ
。 

 

つ
い
て
優
れ
た
観
察
を
残
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
。
「
本
来
の
意
味
で
の
社
会
主
義
体
系
お
よ
び
共
産
主
義

体
系
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
等
の
体
系
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
あ
い
だ
の
闘
争
の

初
の
時
期
に
現
わ
れ
る
。
…
社
会
的
活
動
は
彼
ら
〔
こ
う
し
た
体
系
の
発
明
者
〕

の
個
人
的
な
頭
脳
活
動
に
席
を
譲
り
、
解
放
の
歴
史
的
諸
条
件
は
空
想
的
諸
条
件
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
漸
次
的
か
つ
自
発
的
な
階
級
へ
の
組
織
化
は
そ
っ
く
り
体
系
の
発
明
者
た
ち
に
よ
っ
て
こ
し
ら
え
上

げ
ら
れ
た
組
織
に
、
席
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
の
歴
史
は
彼
ら
の
場
合
、
彼
ら
の
社
会
計
画

の
宣
伝
お
よ
び
実
施
に
帰
着
す
る
。
」 

（
１
） 

D
e l’hum

anité, I, p.204
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「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
自
由
、
平
等
、
博
愛
と
い
う
聖
別
さ
れ
た
三
つ
の
言
葉
の
う
ち
に
政
治
を
要
約
し

た
。
…
こ
れ
ら
三
つ
の
言
葉
の
所
以
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
深
い
理
由
が
存
在
す
る
。
実
際
人
間
は

す
で
に
我
々
が
別
の
と
こ
ろ
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
生
の
す
べ
て
の
局
面
に
お
い
て
、
三
（
１
）

に
し
て
一

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
時
に
感
覚

・

・

―
感
情

・

・

―
認
識

・

・

で
あ
り
、
政
治
に
お
い
て
は
我
々
の
本
性
の
こ
れ
ら
三

つ
の
局
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
一
つ
の
言
葉
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
公
式

の
感
覚

・

・

と
い
う
言
葉
に
は
政
治
的
公
式
の
自
由

・

・

と
い
う
言
葉
が
対
応
す
る
。
感
情

・

・

と
い
う
言
葉
に
は
博
愛

・

・

と
い
う
言
葉
が
対
応
す
る
。
認
識

・

・

と
い
う
言
葉
に
は
平
等

・

・

が
対
応
す
る
（
２
）
。
」
こ
の
文
章
は
特
徴
的
な
も

の
で
あ
り
、
著
者
の
問
題
の
論
じ
方
を
よ
く
分
か
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
曖
昧
な
類
推
に

満
ち
て
お
り
、
読
者
を
言
葉
の
大
洪
水
で
圧
倒
す
る
が
、
そ
の
下
に
は
何
も
な
い
。
「
自
由
は
我
々
西
欧
の

幼
少
期
に
対
応
し
、
博
愛
は
青
年
時
代
に
、
平
等
は
円
熟
期
に
対
応
す
る
」(p.257

)

。
「
人
類
は
か
つ
て

は
多
く
の
小
さ
な
川
に
分
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
単
一
の
全
体
と
し
て
我
々
の
前
に
現
わ
れ

て
い
る
。
古
代
の
人
々
は
個
別
の
神
々
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
族
は
他
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
河

の
流
れ
の
中
の
一
つ
の
波
の
よ
う
に
自
ら
を
感
じ
て
い
た
。
近
代
の
人
々
は
唯
一
神
を
も
ち
連
帯
し
た
人

類
と
し
て
大
海
の
一
部
の
よ
う
に
自
ら
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
々
が
今
日
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
獲
得

し
て
い
る
新
し
い
感
情
で
あ
り
、
根
本
に
お
い
て
、
平
等

・

・

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
つ
く
り
出
す
も
の
で
あ
る
。

 

『
平
等
論
』(D

e l’E
galité

)
 

と
い
う
著
書
は
一
連
の
宣
言
と
、
批
判
と
い
う
も
の
を
全
く
欠
い
た
歴

史
叙
述
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
著
者
の
目
的
は
要
す
る
と
こ
ろ
、
人
類
は
諸
時
代
を
貫
い
て
平
等
に
向
っ

て
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
そ
の
理
論
を
証
明
す
る
た
め
に
サ
ン
・
シ

モ
ン
主
義
者
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
方
法
な
る
も
の
を
模
倣
す
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
も
彼
に
あ
っ
て
は
サ

ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
に
お
け
る
よ
り
も
さ
ら
に
首
尾
一
貫
し
な
い
た
わ
い
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

「
過
去
の
迷
宮
を
通
り
抜
け
、
現
在
の
意
味
を
徹
底
的
に
考
え
抜
く
と
、
我
々
は
未
来

・

・

・

の・

都
市

・

・

に
向
っ
て

引
っ
張
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
未
来
の
中
に
入
っ
て
行
き
た
く
も
な
る
。
し
か
し
通
路
を
通
り
抜
け

る
た
め
に
は
我
々
の
精
神
は
二
つ
の
も
の
を
必
要
と
す
る
。
一
．
我
々
の
精
神
は
、
人
類
の
以
前
の
生
活

を
、
手
早
い
回
顧
に
よ
っ
て
、
ま
た
唯
一
か
つ
疑
い
の
な
い
公
式
の
も
と
に
総
括
す
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
二
．
し
か
し
こ
の
よ
う
な
公
式
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
魂
は
、
そ
れ
に
未
来
を
呈
示
す
る
あ
る
進
歩

の
法
則
を
理
解
す
る
に
至
る
ほ
ど
に
、
過
去
と
現
在
の
研
究
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
得
る
。
し
か
し
こ
の
こ

と
か
ら
、
魂
が
こ
の
未
来
に
向
っ
て
進
む
と
い
う
こ
と
が
結
果
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
魂
に
は
…
固
定

点
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
魂
に
そ
れ
を
与
え
る
も
の
は
宗
教
以
外
に
は
存
在
し
な
い
」(D

e l’hum
.,I, 

p.XI)

「
こ
の
固
定
点
は
…
人
類

・

・

の・

共
感

・

・

あ
る
い
は
別
の
言
葉
で
言
え
ば
人
間

・

・

の・

相
互

・

・

連
帯

・

・

で
あ
る
」

(p.XIV
)

。
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
、
聖
書
、
福
音
書
、
等
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
著

者
は
ま
ぜ
合
わ
せ
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
し
、
至
る
と
こ
ろ
で
自
ら
の
原
理
を
再
発
見
す
る
。 

 

す
べ
て
は
一
種
の
漠
然
た
る
共
産
主
義
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
人
類
の
真
の
法
則
は
、
人
間
個
人
は
家

族
、
祖
国
、
財
産
を
通
し
て
同
胞
お
よ
び
全
世
界
と
の
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
完
全
な
共
感

(com
m

union
)

を
目
指
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
共
感
を
家
族
、
都
市
、
財
産
に
よ
っ
て
、

多
少
と
も
狭
い
一
部
に
限
定
す
る
場
合
に
は
必
然
的
に
欠
陥
と
悪
が
結
果
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
家
族
は
善
で
あ
る
。
排
他
的

カ

ー

ス

ト

集
団
は
悪
で
あ
る
。
祖
国
は
善
で
あ
る
。
排
他
的
祖
国
愛
は
悪
で
あ
る
。

財
産
は
善
で
あ
る
。
特
権
的
財
産
は
悪
で
あ
る
」(I, p.142-143

)

。 

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」(I, p.175

)

。 
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カ
ベ
ー
の
作
品
は
「
博
愛
」
の
原
理
の
適
用
と
し
て
注
目
に
値
す
る
が
、
こ
の
原
理
は
結
局
の
と
こ
ろ

は
ル
ル
ー
や
近
代
の
倫
理
主
義
者
の
「
連
帯
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
が
こ
の
点
に
つ
い
て

面
白
い
批
判
を
し
て
い
る
。
「
カ
ベ
ー
氏
の
弟
子
の
何
人
か
が
あ
る
日
カ
ベ
ー
氏
に
対
し
て
財
産

・

・

共
有

・

・

の・

教
義
を
科
学
的
に
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
手
紙
を
書
い
た
。
彼
ら
は
『
イ
カ
リ
ア
』
の
物
語
も
『
太
陽
の

都
』
や
『
フ
ァ
ラ
ン
ス
テ
ー
ル
』(Phalanstère)

と
同
じ
く
何
ら
科
学
性
を
も
た
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

カ
ベ
ー
氏
はPopulaire

の
一
八
四
四
年
十
一
月
号
で
彼
ら
に
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
『
私
の
原
理
は
博

愛
で
あ
る
。
私
の
理
論
は
博
愛
で
あ
る
。
私
の
体
系
は
博
愛
で
あ
る
。
私
の
科
学
は
博
愛
で
あ
る
。
』
次
い

 

カ
ベ
ー(C

abet)

は
『
イ
カ
リ
ア
紀
行
』
を
書
い
た
が
、
こ
の
本
は
理
想
的
共
産
主
義
を
描
い
た
多
く
の

物
語
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
真
に
新
し
い
も
の
は
何
一
つ
呈
示
し
て
い
な
い
。
『
イ
カ
リ
ア
紀
行
』
の

な
か
に
は
経
済
学
的
意
味
で
の
誤
謬
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
そ
の
誤
謬
は
改
革
者
た
ち
が
通
常
陥
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。
財
産

コ

ミ

ュ

共
有

ノ

テ

制
が
樹
立
さ
れ
る
前
の
事
態
に
つ
い
て
語
る
中
で
著
者
は
「
有
用
た
る
べ

く
発
明
さ
れ
た
貨
幣

・

・

は
さ
ら
に
悪
を
増
大
さ
せ
た
。
そ
れ
は
土
地
の
産
物
を
現
物
の
形
で
蓄
積
し
保
存
す

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
貴
族
階
級
に
、
土
地
の
産
物
を
金
銭
に
換
え
、
金
貨
を
蓄
え
絶
え
ず
そ
の
財
産

を
増
や
す
た
め
の
便
宜
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
貨
幣
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
体
現
す
る
よ
う
に

な
り
、
各
人
は
金・

と
銀・

、
富
と
財
産
の
み
を
希
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は

高
善
で
あ
り
中
心
問
題

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
金
持
に
な
る
た
め
で
あ
れ
ば
す
べ
て
の
手
段
が
正
当
と
思
わ
れ
た
。
我
々
は
実
際
、

貨
幣

・

・

、
財
産
の
不
平
等

・

・

・

、
所
有

・

・

が
貧
乏
人
に
と
っ
て
と
同
じ
く
金
持
に
と
っ
て
も
す
べ
て
の
悪
徳
、
罪
、

不
幸
の
原
因

・

・

で
あ
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
」(p.313

)

。 

 

人
々
は
大
き
な
全
体
の
一
部
と
自
ら
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
の
関
連
の
中
に
自
ら
を
置
き
、

終
的
に
は
、
全
て
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
至
る
」(p.269

)

。 

（
２
） 

D
e l’égalité; B

oussac, im
prim

erie de Pierre Leroux, 1848, p.1-2. 

（
１
） 

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
三
位

・

・

一
体

・

・

を
信
じ
難
い
程
に
濫
用
す
る
。
神
、
人
間
、
そ
れ
か
ら
つ
ま
ら
ぬ

も
の
に
至
る
ま
で
、
全
て
が
三・

で
あ
る
。
三
と
い
う
数
字
が
神
秘
的
夢
想
家
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
は
ま
さ
に

注
目
す
べ
く
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
た
し
か
に
彼
ら
に
と
っ
て
「
聖
な
る
数
字
」
で
あ
る
。
人
類

は
ヴ
ェ
リ
ギ
リ
ウ
ス
に
発
す
る
、
神
々
に
対
す
る
愛
好
と
い
う
遺
産
を
引
き
継
い
だ
。N

um
ero deus im

pare 
gaudet. 

 

Relig. Saint-Sim
.; Enseig. du père suprèm

e, p.68.

「
我
々
の
師
の
著
作
の
な
か
に
は
人
生
の
三
つ

・

・

の・

局

面
の
継
起
的
作
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
…
読
者
は
ま
た
著
書Producteur

に
お
い
て
、

我
々
が
次
の
よ
う
な
名
称
で
三
位

・

・

一
体

・

・

の
思
想
を
呈
示
し
た
こ
と
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
家
、

学
者
、
そ
し
て
産
業
家
で
あ
る
。
…
」p.69.
「
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ 

(E
ugène

)

と
私
が
三
位
一
体
の
教
義
の

初
の
基

礎
を
神
学
的
形
式
で
構
築
し
た
と
き
、
我
々
は
い
ま
だ
、
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
に
お
い
て
こ
の
教
義
が
サ
ン
・
シ
モ

ン
に
よ
っ
て
い
か
に
深
く
感
得
さ
れ
て
い
た
か
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
…
我
々
の
う
ち
の
一
人
は
次
の
文
章

を
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
。
…
三
位

・

・

一
体

・

・

を・

理
解

・

・

し
な
い

・

・

・

者・
・

は・

神・

を・

理
解

・

・

し
な
い

・

・

・

。
…
こ
の
言
葉
は
教
義
に
と
っ
て

真
の
啓
示
で
あ
っ
た
。
…
我
々
が
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
を
理
解
す
る
な
か
で
、
三
位
一
体
の
思
想
が
こ
の
著
書
の

あ
ら
ゆ
る
ペ
ー
ジ
に
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
そ
の
と
き
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

…
」 
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も
し
ジ
ー
ド
氏
が
単
に
学
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
正
し
く
開
始
し
た
推
論
を
継
続

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
連
帯
と
い
う
言
葉
の
曖
昧
さ
と
不
明
確
さ
こ
そ
が
感
情
の
観
点
か
ら
す
れ
ば

ま
さ
し
く
こ
の
言
葉
の
成
功
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
所
以
を
検
討
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
事

情
を
別
の
は
る
か
に
一
般
的
な
事
情
、
宗
教
感
情
と
結
び
つ
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
上
の
教
義
が
ユ

 

こ
れ
は
ま
さ
し
く
事
実
で
あ
り
、
ジ
ー
ド
氏
は
こ
の
概
念
の
強
み
と
弱
み
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
こ

の
不
明
確
さ
の
う
ち
に
し
っ
か
り
と
見
て
い
た
。
強
み
と
は
感
情
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
ま
た
民
衆
に

対
す
る
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
の
も
の
で
あ
り
、
弱
み
と
は
論
理
お
よ
び
客
観
的
現
実
性
と
い

う
観
点
か
ら
見
た
場
合
の
も
の
で
あ
る
。 

  

で
彼
は
こ
の
連
祷と

う

を
次
の
よ
う
に
注
釈
し
た
。
そ
れ
は
感
動
的
で
あ
り
崇
高
で
あ
る
、
と
（
１
）
。
」 

（
１
） 

U
nion pour l’action m

orale, juillet 1900. 

（
１
） 

Syst. des contrad. écon., II, p.343. 

 

今
日
に
お
い
て
は
人
々
が
頼
み
と
す
る
の
は
連
帯
で
あ
る
。
い
ま
だ
人
々
は
こ
の
言
葉
の
定
義
に
つ
い

て
十
分
一
致
し
て
は
い
な
い
。Ch.
ジ
ー
ド
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
く
つ
か
優
れ
た
観
察
を
示
し
て
い

る
（
１
）
。
「
連
帯
と
い
う
名
詞
が
繰
り
返
し
現
わ
れ
た
。
人
々
は
こ
の
言
葉
し
か
聞
え
な
い
。
連
帯
の
名
に

お
い
て
行
わ
れ
る
全
て
の
こ
と
…
ド
ゥ
エ
ル
ム(D

eherm
e
)

氏
は
数
日
前
自
ら
の
雑
誌 Coopération 

des Idées

に
書
い
た
。
『
我
々
は
殉
教
者
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
に
夢
中
に
な
っ
た
よ
う
に
連
帯
に
夢
中
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
と
し
て
は
こ
の
熱
狂
を
貶
す
も
の
で
は
な
い
。
…
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
今
日
多
く
の
発
言
の
な
か
で
こ
の
言
葉
を
聞
く
た
び
に
我
々
は
い
く
ら
か
の
懸
念
を
禁
じ
え
な
い
し
、

ま
た
こ
の
言
葉
が
異
常
な
成
功
を
獲
得
し
た
こ
と
の
原
因
は
は
か
ら
ず
も
そ
の
不
明
確
さ
に
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
』
と
。
」 

  
 

 
 
 

こ
れ
は
ま
さ
し
く
今
日
「
連
帯

・

・

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

博
愛
あ
る
い
は
連
帯
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
詩
的
変
形
は
非
常
に
多
く
の
人
士
に
好
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
降
霊
術
や
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
満
足
で
き
た
り
も
す
る
感
情
、
そ
し
て
極
端
な
場
合
に
は

モ
ル
ヒ
ネ
注
射
が
提
供
す
る
夢
想
を
求
め
る
に
至
る
感
情
が
生
じ
さ
せ
る
欲
求
を
鎮
静
す
る
の
で
あ
る
。 

Cabet, Voyage en Icarie; Paris, 1847; p.566.

「
何
人
か
の
人
々
は
我
々
に
次
の
よ
う
な
反
論
を
す
る
。
貴

方
の
イ
カ
リ
ア
紀
行
は
科
学

・

・

も
教
義

・

・

も
理
論

・

・

も
含
ん
で
い
な
い
。
…
我
々
は
『
イ
カ
リ
ア
紀
行
』
と
、
共
産
主
義
に

関
す
る
我
々
の
著
作
は
す
べ
て
、
一
つ
の
科
学

・

・

、
教
義

・

・

、
理
論

・

・

、
体
系

・

・

を
含
ん
で
い
る
と
主
張
す
る
。
…
も
し
貴
方

の
科
学

・

・

は
何
か
、
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
我
々
は
、
そ
れ
は
博
愛

・

・

で
あ
る
、
と
答
え
る
。
貴
方
の
原
理
は
何
か
、
と
尋

ね
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
博
愛

・

・

で
あ
る
、
と
答
え
る
。
然
り
、
我
々
は
博
愛
が
、
学
者
に
と
っ
て
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に

と
っ
て
も
、
ま
た
研
究
機
関
に
と
っ
て
も
仕
事
場
に
と
っ
て
も
、
全
て
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
全
て
に
お

．
．
．
．

い
て
博
愛
を

．
．
．
．
．
適
用
し
そ
こ
か
ら
全
て
の
結
果
を
引
き
出
す
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
有
用
な
解
決
に
到
達
す
る
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
」 
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ジ
ー
ド
氏
は
ま
ず
連
帯
の
「
批
判
者
」
た
ち
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
批

判
者
た
ち
の
一
人
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
連
帯
と
は
、
他
人
の
辛
苦
を
楽
し
も
う
と
欲
す
る
連
中
に
と
っ

て
口
実
と
し
て
役
立
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
…
ま
っ
た
く
そ
れ
は
、

も
不
健
全
な
あ
る
種
の
エ
ゴ

イ
ズ
ム
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
、
新
し
い
名
称
に
す
ぎ
な
い
（
１
）
。
」
別
の
批
判
者
ド
ゥ
モ
ラ
ン(D

em
olin

)

氏
は
「
一
層
断
定
的
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
『
連
帯
と
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
形
態
の
一
つ
、
恥
ず
べ
き
エ
ゴ

イ
ズ
ム
に
他
な
ら
な
い
。
』
こ
れ
は
た
し
か
に
か
な
り
思
い
が
け
な
い
連
帯
に
つ
い
て
の
定
義
で
あ
る
。
」 

 

し
か
し
ジ
ー
ド
氏
に
あ
っ
て
は
、
学
者
は
熱
心
に
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
専
念
し
よ
う
と
欲
す
る
人
道

主
義
者
を
兼
業
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
を
科
学
の
領
域
外
に
連
れ
だ
す
の
は
、
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
極
め

て
高
貴
な
こ
の
感
情
な
の
で
あ
る
。
つ
け
加
え
て
彼
は
言
う
。
「
こ
の
言
葉
を
定
義
す
べ
く
努
力
し
て
と
り

あ
え
ず
安
心
し
よ
う
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
我
々
が
こ
の
言
葉
に
付
与
し
て
い
る
意
味
を
は
っ
き
り
さ

せ
る
べ
く
努
め
よ
う
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
も
の
定
義
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」 

 

我
々
は
こ
こ
に
、
資
本

・

・

に
関
連
し
て
我
々
が
遭
遇
し
た
の
と
同
種
の
研
究
領
域
に
再
会
す
る
。
連
帯
と

呼
ば
れ
る
あ
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
人
々
に
連
帯
と
い
う
言
葉
を
感
じ
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
感
情
が
存
在
し
、
人
々
が
こ
の
言

葉
に
よ
っ
て
装
飾
す
る
い
く
つ
か
の
行
為
、
も
の
の
見
方
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
言
葉
に

対
し
て
等
し
く
権
利
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
が
何

故
に
特
権
を
有
す
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
誰
で
あ
れ
論
者
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
理
解

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
明
確
に
示
す
権
利
を
有
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
は
義
務
さ
え
負
う
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
は
恣
意
的
な
作
業
で
あ
り
、
ど
の
論
者
も
自
ら
の
定
義
を
他
の
論
者
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

ジ
ー
ド
氏
は
思
い
違
い
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
定
義
で
は
な
く
、
旗
が
包
み
隠
し
て
い
る
商
品
の
描
写

で
あ
る
。
記
述
描
写
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
連
帯
と
い
う
名
辞
の
も
と
に
人
々
が
指
示
す
る
事
柄
な
い

し
は
考
え
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
な
お
さ
ら
に
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
ジ
ー
ド

氏
が
連
帯
の
「
敵
対
者
」
の
見
解
を
検
討
す
る
際
に
は
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
連
帯
の
敵
対
者
の

う
ち
の
何
人
か
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
彼
ら
が
次
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
「
連
帯
の
名
に
お
い
て
各
人
は
他
者
が
自
分
に
対
し
て
な
し
て
く
れ
た
と
同
じ
だ

け
の
こ
と
を
他
者
に
対
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
そ
れ
は
助
力

セ
ル
ヴ
ィ
ス

の
相
互
性
の

こ
と
で
あ
り
、
交
換
的
正
義
で
あ
り
、
純
粋
に
経
済
学
的
な
教
義
で
あ
る
。
逆
に
連
帯
の
名
に
お
い
て
相

互
性
お
よ
び
平
等
と
い
う
固
定
観
念
を
す
べ
て
排
除
す
べ
き
も
の
と
し
よ
う
。
…
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
は

ー
ク
リ
ッ
ド
の
定
理
の
よ
う
な
厳
密
に
論
理
的
な
形
態
を
取
っ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
も
し
ジ
ー

ド
氏
が
単
に
学
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
連
帯
と
い
う
言
葉
の
一
方
の
局
面
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
う

る
も
の
の
す
べ
て
は
、
他
方
の
局
面
に
お
い
て
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
言
葉
か
ら
厳
密
に
科
学
的
な
術
語
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
語
が
民

衆
の
上
に
及
ぼ
す
特
権
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

Vilfred Pareto; Le Péril socialiste (Journ. des E
con., m

ai 1900). 
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叙
述
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
次
の
二
種
類
の
考
え
方
が
連
帯
と
い
う
用
語
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。（
一
）
第
一
の
考
え
方
―
こ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
連
帯
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意

味
な
の
で
あ
る
が
―
は
、
連
帯
的
と
言
明
さ
れ
る
事
物
あ
る
い
は
存
在
の
あ
い
だ
の
相
互
依
存
を
確
認
す

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
「
連
帯
」
は
自
然
の
大
法
則
で
あ
る
、
植
物
界
は
鉱
物
界
と
「
連
帯
」
し
て
い
る
、

動
物
界
は
植
物
界
と
「
連
帯
」
し
て
い
る
、
と
観
察
せ
し
め
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ジ
ー

ド
氏
の
命
題
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
こ
の
意
味
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

彼
は
連
帯
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
「
人
生
の
友
人
た
ち
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
貧
し
い
未
亡
人
に
つ
い
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
の
比
喩
」
を
援
用
す
る
。
「
『
私
は
貴
方
が
た
の
き
ょ
う
だ
い

で
す
。
貴
方
が
た
と
血
肉
を
分
け
た
も
の
で
す
。
同
じ
神
様
が
私
た
ち
を
お
つ
く
り
に
な
り
ま
し
た
。
』
彼

ら
は
答
え
る
。
そ
れ
は
途
方
も
な
い
こ
と
で
す
！
貴
方
は
私
た
ち
の
き
ょ
う
だ
い
で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
、

と
。
―
し
か
し
彼
女
は
、
彼
女
の
腸
チ
フ
ス
が
彼
ら
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
、
と
い
う
こ
と
で

き
ょ
う
だ
い
関
係
を
証
明
す
る
。
彼
ら
が
否
定
し
よ
う
と
も
、
い
ま
や
彼
ら
は
彼
女
の
立
派
な
き
ょ
う
だ

い
で
あ
る
！
い
ま
や
彼
女
が
貴
方
が
た
と
血
肉
を
分
け
た
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
こ
と
の
こ
の
証
明
を
否
認

で
き
な
い
人
が
墓
の
中
に
少
な
く
と
も
十
七
人
は
い
る
。
」 

 

こ
の
問
題
の
研
究
に
お
い
て
は
叙
述
的
部
分
と
定
理
的
部
分
と
を
注
意
深
く
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
叙
述
的
部
分
と
い
う
の
は
あ
る
時
期
に
連
帯
と
い
う
用
語
に
関
連
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方

の
探
求
で
あ
り
、
定
理
的
部
分
と
い
う
の
は
こ
の
用
語
が
含
ま
れ
て
い
る
諸
命
題
の
実
験
的
・
論
理
的
価

値
の
探
求
の
こ
と
で
あ
る
。 

  

こ
の

後
の
証
明
は
全
く
成
り
立
た
な
い
。
あ
る
人
間
が
人
々
に
病
気
を
う
つ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
事
実
は
こ
の
人
間
と
人
々
と
の
依
存
関
係
を
申
し
分
な
く
証
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
が
彼
ら
の

「
き
ょ
う
だ
い
」
で
あ
る
こ
と
、
彼
ら
が
「
血
肉
を
分
け
た
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は

 

慈
善
の
掟
で
あ
り
、
こ
れ
に
も
ま
た
新
し
い
も
の
は
な
に
も
な
い
。」
彼
は
二
種
類
の
連
帯
を
区
別
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
「
一
方
は
―
こ
れ
は
経
済
学
者
の
言

う
連
帯
で
あ
る
が
―
人
々
の
増
大

・

・

す
る

・

・

分
化

・

・

を
意
味
し
、
交
換

・

・

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
。

…
連
帯
に
つ
い
て
の
も
う
一
方
の
理
解
の
仕
方
は
―
こ
れ
は
連
帯
主
義
者
の
も
の
で
あ
る
が
―
人
々
の

増
大

・

・

す
る

・

・

同
化

・

・

を
意
味
し
、
協
力

・

・

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
れ
が
重
視
す
る
の
は
人
々

の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
類
似
性
で
あ
っ
て
、
我
々
が
非
常
に
し
ば
し
ば
用
い
る
、
わ
が
同
胞
と
い
う
言
葉

を
現
実
の
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
る
（
１
）
。
」
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
我
々
を
平
等

・

・

あ
る
い
は
博
愛

・

・

へ
と
帰

着
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
に
別
の
名
前
を
も
っ
て
い
た
事
柄
を
指
示
す
る
の
に
連
帯

・

・

と
い
う
新
し
い
言
葉
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

（
１
） 

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
も
連
帯
に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
考
え
方
に
至
っ
て
い
る
。D

e l’hum
., 2

e edition, I. p.156
 

に
は
次
の
よ
う
な
章
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
る
。
「
今
日
慈
善
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
も
の
は
人
々
の

相
互
連
帯
で
あ
る
。
」p.173

「
真
の
慈
善
が
体
得
さ
る
べ
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
慈
善
は
生
命
の
掟
と
し
て
さ
え
理

解
さ
る
べ
き
こ
と
、
連
帯
的
自
然
相
互
の
掟
と
し
て
、
我・

と
非
我

・

・

と
の
、
人
と
そ
の
同
胞
と
の
一
致
、
し
た
が
っ

て
同
視
の
掟
と
し
て
、
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
…
」 
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第
二
種
の
考
え
方
は
そ
れ
ゆ
え
第
一
種
の
考
え
方
に
一
つ
の
条
件
を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
連
帯
が
第
一
種
の
考
え
方
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
真
で
あ
る
と
こ
ろ
の
非
常
に
多
数
の

命
題
が
、
連
帯
が
第
二
種
の
考
え
方
と
同
一
視
さ
れ
る
場
合
に
は
、
真
た
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
例
を
我
々
は
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
は
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
ね
ず
み
に
依
存
し
て
お
り
、
こ
の

意
味
に
お
い
て
我
々
は
彼
ら
と
連
帯
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
の
利
益
は
彼
ら
の
繁
栄
と
は
全
く
結
び
つ

い
て
い
な
い
。
逆
に
そ
れ
は
彼
ら
を
滅
す
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
（
１
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
幸
福
が
彼

ら
の
幸
福
と
同
時
に
し
か
実
現
さ
れ
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
ら
ば
、
我
々
は
彼
ら
と
連
帯
し
て

は
い
な
い
。
ぶ
ど
う
栽
培
者
は
第
一
種
の
考
え
方
に
お
い
て
は
ね
あ
ぶ
ら
虫
（
フ
ィ
ロ
レ
キ
シ
ア
）
に
依

存
し
て
お
り
、
そ
れ
と
連
帯
し
て
い
る
。
第
二
種
の
考
え
方
に
お
い
て
は
彼
ら
は
連
帯
し
て
い
な
い
。 

 

（
二
）
第
二
種
の
考
え
方
も
相
互
依
存
関
係
を
規
定
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
我
々
が
「
連
帯
」

し
て
い
る
存
在
の
破
壊
に
こ
そ
我
々
の
幸
福
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
性
質
の
依
存
関
係
を
排
除
し
、

我
々
の
繁
栄
が
連
帯
し
て
い
る
存
在
の
繁
栄
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
性
質
の
依
存
関
係
の
み
を
認
め

る
も
の
で
あ
る
。
連
帯
の
思
想
は
、
我
々
が
連
帯
し
て
い
る
存
在
を
取
り
除
き
排
除
す
る
こ
と
が
我
々
の

利
益
と
な
る
と
い
う
考
え
方
を
含
む
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
連
帯
が
第
一
種
の
考
え
方
と
同
一
視
さ
れ
る

と
い
う
場
合
が
生
ず
る
の
は
、
連
帯
的
と
称
さ
れ
る
存
在
間
の
相
互
依
存
関
係
の
み
が
も
っ
ぱ
ら
浮
き
彫

り
に
さ
れ
、
こ
の
相
互
依
存
関
係
の
或
る
種
の
帰
結
が
暗
が
り
に
放
置
さ
れ
無
視
さ
れ
る
と
い
う
方
向
に

お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
一
種
と
第
二
種
の
違
い
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
二
種
の
考
え
方

は
、
第
一
種
の
考
え
方
が
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
も
の
を
明
確
に
し
、
不
確
定
の
も
の
を
確
定
し
、

言
及
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
多
少
と
も
曖
昧
に
推
測
さ
れ
て
い
る
も
の
を
明
瞭
に
表
明
す

る
点
に
あ
る
。 

 

資
本
に
つ
い
て
起
っ
た
こ
と
と
類
似
し
た
形
で
、
「
連
帯
」
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
諸
命
題
が
相

互
依
存
関
係
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
連
帯
に
つ
い
て
も
立
て
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
次
に
は
こ
の

言
葉
の
別
の
意
味
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
々
が
同
一
の
名

称
を
与
え
が
ち
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
異
な
る
事
物
を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ジ
ー
ド
氏
の
命
題
は
そ
れ
ゆ
え
、
相
互
依
存
関
係
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
た
「
連
帯
」
の
存
在
を
証

明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
人
々
の
増
大
す
る
同
化
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
た
「
連
帯
」
の
存
在
を
証

明
す
る
た
め
に
は
絶
対
的
に
無
力
で
あ
る
。 

決
し
て
な
い
。
実
際
、
ペ
ス
ト
を
運
ん
で
く
る
ね
ず
み
は
腸
チ
フ
ス
を
運
ん
で
く
る
先
の
未
亡
人
と
ま
さ

し
く
同
じ
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
「
私
は
貴
方
の
き
ょ
う
だ
い
で
す
。
血
肉
を

分
け
た
も
の
で
す
。
」
と
そ
の
ね
ず
み
は
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
ね
ず
み
は
「
自
分
の
ペ
ス
ト

が
彼
ら
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
き
ょ
う
だ
い
関
係
」
を
証
明
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
た
と
え
彼
ら
が
否
定
し
よ
う
と
も
、
い
ま
や
彼
ら
は
ね
ず
み
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
。

い
ま
や
そ
の
哀
れ
な
ね
ず
み
が
貴
方
が
た
と
血
肉
を
分
け
た
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
こ
と
の
こ
の
証
明
を
否

認
で
き
な
い
人
が
何
人
か
は
―
恐
ら
く
は
数
千
人
―
い
る
。
」 

（
１
） 

こ
れ
に
対
し
て
ジ
ー
ド
氏
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
（U

nion pour l’action m
orale, décem

bre 1900

）。
「
し
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（
二
）
‐
（
α
）
我
々
の
幸
福
が
、
我
々
が
連
帯
し
て
い
る
存
在
の
繁
栄
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な

性
質
の
依
存
関
係
は
、
そ
れ
ら
の
繁
栄
が
我
々
の
欲
求
と
関
係
し
て
お
り
、
我
々
の
欲
求
の
満
足
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
依
存
関
係
に
我
々
が
関
心
を
も

つ
の
は
、
そ
れ
ら
の
繁
栄
が
我
々
に
、
繁
栄
を
享
受
す
る
存
在
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
す
限
り
に
お
い
て

で
あ
る
。
こ
れ
は
牽
引
動
物
や
食
肉
用
動
物
が
そ
の
主
人
に
対
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
依
存
の
様
式
で
あ
る
。 

 

人
道
主
義
者
が
連
帯
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
こ
の
後
者
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

彼
ら
が
連
帯
に
関
す
る
非
常
に
多
数
の
命
題
を
立
て
る
場
合
に
、
そ
の
意
味
は
前
者
の
意
味
に
お
い
て
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
狼
の
繁
栄
が
羊
の
繁
栄
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
狼
が
羊
を
む
さ
ぼ
り
食
う
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
植
物
界
を
鉱
物
界
に
結
び

つ
け
動
物
界
を
植
物
界
に
結
び
つ
け
る
と
言
わ
れ
る
場
合
の
「
連
帯
」
と
似
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で

あ
る
。
（
一
）
人
間
は
非
常
に
多
数
の
存
在
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
「
連
帯
」
し
て
い
る
。
こ
の
依

存
は
い
く
つ
も
の
形
で
現
わ
れ
う
る
が
、
す
べ
て
こ
の
部
類
に
属
す
る
。
と
り
わ
け
こ
う
し
た
存
在
を
破

滅
さ
せ
絶
滅
さ
せ
る
こ
と
が
人
間
の
利
益
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
有
害
動
物
の
場
合

に
起
る
こ
と
で
あ
り
、
生
れ
つ
い
て
の
犯
罪
者
の
場
合
に
も
起
る
こ
と
で
あ
る
。（
二
）
‐
（
α
）
人
は
こ

の
後
者
に
属
す
る
依
存
を
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
彼
が
依
存
関
係
に
あ
る
存
在
を
保
存
す
る
こ

と
が
人
間
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
存
在
の
み
を
大
事
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
そ
れ
ら
が
人
間
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
馬
の
世
話
を
す
る
が
、
そ
れ
は

馬
を
乗
物
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
豚
を
肥
ら
せ
る
が
、
そ
れ
は
豚
を
食
う
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
往

（
二
）
‐
（
β
）
我
々
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
存
在
の
繁
栄
が
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
存
在
の
た
め
に

の
み
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
ら
の
幸
福
が
直
接
に
我
々
自
身
の
幸
福
と
な
る
の
で

あ
り
、
我
々
が
そ
れ
ら
の
繁
栄
を
求
め
る
の
は
目
的
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
た
め
の
手

段
と
し
て
で
は
な
い
。
依
存
関
係
の
こ
の
様
式
は
、
我
々
が
好
意
、
友
情
、
愛
情
と
い
っ
た
無
私
の
感
情

を
向
け
る
す
べ
て
の
人
と
我
々
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。 

 

第
二
種
の
考
え
方
は
さ
ら
に
二
つ
に
再
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
定
理
は
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
し
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
定
理
の
言
明
は
連
帯

に
つ
い
て
の
い
か
な
る
定
義
も
い
か
な
る
「
考
え
方
」
も
含
ん
で
は
い
な
い
。 

た
が
っ
て
私
は
連
帯
に
つ
い
て
の
二
つ
の
考
え
方
の
み
を
示
し
た
。
…
し
か
し
こ
こ
に
、
我
々
が
予
想
し
な
か
っ

た
、
連
帯
に
つ
い
て
の
第
三
の
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
除
去

・

・

と
表
現
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
こ

ろ
で
こ
こ
で
重
要
な
の
は
連
帯
の
考
え
方
で
も
な
く
、
定
義
で
も
な
い
。
こ
れ
と
は
大
い
に
違
っ
て
、
重
要
な
の

は
、
事
実
の
あ
い
だ
の
一
関
係
の
言
明
、
定
理
で
あ
る
。
あ
る
い
く
つ
か
の
存
在
の
あ
い
だ
の
相
互
依
存
の
一
状

態
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
存
在
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
他
の
も
の
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に

必
ず
し
も
利
益
を
有
し
な
い
こ
と
、
あ
る
種
の
場
合
に
は
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
こ
と
に
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
が
他
の
存
在
に
対
し
て
有
す
る
相
互
依
存
関
係
は
、
他
の
存
在
を
存
続
さ
せ
繁

栄
さ
せ
る
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
結
果
せ
ず
、
逆
に
そ
れ
ら
を
破
滅
さ
せ

る
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
果
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。 
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「
我
々
は
孤
立
し
て
い
て
は
幸
福
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
相
互
依
存
の
事
実
が
表

現
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
「
孤
立
し
て
」
が
意
味
す
る
の
は
「
他
者
の
幸
福
あ
る
い
は
不
幸

・

・

と
は
無
関
係
に
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
我
々
は
す
べ
て
の
人
の
幸
福
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
そ
し
て
我
々
の

幸
福
を
孤
立
的
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
結
論
さ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
「
孤
立
的
に
」

と
い
う
言
葉
は
も
は
や
、
他
者
の
幸
福
と
は
無
関
係
に
、
と
い
う
こ
と
以
外
は
何
も
意
味
し
て
い
な
い
。

不
幸

・

・

は
途
中
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
仔
ラ
イ
オ
ン
た
ち
に
説
教
す
る
雌
ラ
イ
オ
ン
は
、
彼
ら
は
彼
ら
の
獲

物
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
彼
ら
は
孤
立
的

・

・

・

に・

は・

幸
福
に
な
れ
な
い
こ
と
、
幸
福
を
得
る
た
め
に
は
、
た

っ
ぷ
り
食
え
る
よ
う
に
羚
羊
が
繁
栄
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
立
派
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
が
、
そ
の
た
め
に
は
彼
ら
は
獲
物
の
幸
福
の
た
め
に
、
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
結
論
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
（A

nn., XIV, 43

）
元
老
院
に
お
け
る
あ
る
演
説
をC

aïus C
assius

に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
中
で
、
ロ
ー
マ
の
あ
る
主
人
が
奴
隷
た
ち
に
対
し
て
陥
る
依
存

 

同
様
に
し
て
ジ
ー
ド
氏
の
論
じ
方
も
認
め
が
た
い
。
彼
は
言
う
。「
証
明
ず
み
の
一
事
実
、
す
な
わ
ち
一

自
然
法
則
、
す
べ
て
の
人
間
の
相
互
依
存
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
、
連
帯
主
義
は
次
の
よ
う
に
結
論
す

る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
孤
立
し
て
い
て
は
幸
福
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
幸
福
を
追
求
す
る
際
我
々

は
錯
覚
に
陥
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
す
べ
て
の
人
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

す
べ
て
の
人
の
幸
福
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
我
々
自
身
の
幸
福
を
実
現
す
る
た
め

の

も
確
実
な
手
段
な
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
結
論
が
真
で
あ
る
可
能

性
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
結
論
は
そ
の
前
提
か
ら
論
理
的
に
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
前
提
は
（
一
）

の
意
味
に
理
解
さ
れ
た
連
帯
に
関
係
し
て
い
る
。
結
論
は
（
二
）
‐
（
β
）
の
意
味
に
理
解
さ
れ
た
連
帯

に
関
係
し
て
い
る
。
中
間
項
が
二
分
さ
れ
て
い
る
。
三
段
論
法
は
三
つ
以
上
の
項
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
（
二
）
‐
（
β
）
の
意
味
に
お
け
る
連
帯
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
い
と
望

む
場
合
、
人
々
相
互
の
依
存
関
係
を
文
明
が
増
大
さ
せ
て
い
る
事
実
を
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
命
題
は
（
一
）
あ
る
い
は
（
二
）
‐
（
α
）
の
意
味
に
お
い
て
の
み
真
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の

後
の
考
え
方
だ
け
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
（
二
）
‐
（
β
）
だ
け
の
た
め
に
連
帯
と
い
う
名
称

を
残
し
て
お
く
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
用
語
を
定
義
す
る
論
者
の
意
思
に
よ
る
。

し
か
し
ひ
と
た
び
こ
の
定
義
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
厳
密
に
論
じ
る
こ
と
を
欲
す
る
限
り
は
、
同
一
の

名
称
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
事
柄
を
指
示
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
よ
り
も
拙
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
異
な
る
事
柄
に
つ
い
て
の
命
題
を
立
て
て
は
な
ら
ず
、
次
に
は
名
称
以
外
に
共
通
す
る
も
の
を
も
た
な

い
別
の
も
の
に
そ
れ
を
拡
張
し
て
は
な
ら
な
い
。 

時
に
は
奴
隷
を
使
う
主
人
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
資
本
家
」
の
そ

れ
で
も
あ
ろ
う
。
資
本
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
必
要
と
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
食
客
が
パ
ト
ロ
ン
の
支

援
を
必
要
と
し
そ
れ
に
依
存
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
資
本
家
に
依
存
す
る
。
（
二
）-

（
β
）

後
に
、

人
間
の
利
益
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
幸
福
が
、
右
の
よ
う
な
存
在
か
ら
人
間
が
引
き
出

し
う
る
あ
ら
ゆ
る
利
得
と
は
無
関
係
に
、
こ
れ
ら
の
存
在
の
繁
栄
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
う
る
。
こ
れ
は
、
特
に
大
事
に
さ
れ
て
い
る
あ
る
種
の
家
畜
が
主
人
に
対
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
依
存
関

係
で
あ
り
、
善
良
な
両
親
が
そ
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
有
す
る
愛
情
の
場
合
で
あ
り
、
博
愛
家
の
人
類
に

対
す
る
愛
情
の
場
合
で
あ
る
。 
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ジ
ー
ド
氏
は
さ
ら
に
、
あ
る
定
理
的
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
ジ
ー
ド
氏
は
経
済
学
者
た
ち
が
、
彼
の
定

義
す
る
と
こ
ろ
の
連
帯
に
対
し
て
、
そ
の
連
帯
は
「
淘
汰
に
逆
行
し
、
個
性
を
弱
め
る
傾
向
が
あ
る
」
と

し
て
異
を
唱
え
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
異
論
に
対
し
て
、
第
二
の
部
分
に
の
み
答
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
対
応
す
る
。
こ
れ
は
事
象
間
の
関
係
に
か
か
わ
る
諸
命
題
を
倫
理
的
形
態
に
お
い
て
解
釈
す

る
、
我
々
が
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
傾
向
の
新
た
な
例
で
あ
る
。
ジ
ー
ド
氏
は
言
う
。

「
我
々
の
相
互
依
存
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
我
々
の
個
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
…
他
者
に
依
存
し
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
、
相
互
的
と
い
う
条
件
に
依
存
し
て
い
る
と

感
じ
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
活
力
の
刺
激
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。」
こ
の
点
に

お
い
て
彼
は
正
し
い
。
し
か
し
こ
れ
は
彼
自
身
が
仮
定
し
た
反
論
、
す
な
わ
ち
連
帯
は
「
淘
汰
に
逆
行
」

す
る
と
い
う
非
難
に
は
何
ら
答
え
て
い
な
い
。
我
々
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
十
章
で
詳
し
く
論
じ
た

の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
戻
る
こ
と
は
し
な
い
（
１
）
。 

 

連
帯
に
つ
い
て
の
ジ
ー
ド
氏
の
定
義
は
お
お
よ
そ
我
々
が
（
二
）
‐
（
β
）
と
し
た
考
え
方
に
対
応
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
学
者
は
こ
れ
に
あ
る
も
の
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ

は
人
々
の
増
大
す
る
同
化
と
し
て
の
連
帯
の
原
因
、
あ
る
い
は
も
し
か
す
る
と
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々

を
別
次
元
の
考
察
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
、
連
帯
に
対
し
て
平
等
と
結
び
つ
い
た
快
い
意
味
あ
い
を
付
与

す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
増
大
す
る
同
化
な
る
も
の
は
事
実
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
つ
い

で
な
が
ら
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
人
々
と
い
う
も
の
は
肉
体
的
局
面
に
お
い
て
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る

の
と
同
じ
程
度
に
、
知
的
道
徳
的
局
面
に
お
い
て
も
相
違
し
た
ま
ま
で
あ
る
。 

 

連
帯
と
い
う
用
語
に
関
連
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
我
々
が
挙
げ
た
も
の
は
完
全
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
到
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
曖
昧
な
用
語
に
は
ど
の
論
者
も
そ
の

お
好
み
の
意
味
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
は
資
本
家
が
労
働
者
た
ち
に
対
し
て
陥
る
依
存
状
態
に
つ
い
て
た
し
か
に
指
摘
し
て
い
る
が
、

し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
資
本
家
が
労
働
者
に
依
存
す
る
の
は
、
搾
取
者
は
被
搾
取
者
に
対
し
て
依
存
す
る

も
の
だ
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
人
は
他
者
の
幸
福
の
た
め
に
努
力
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
結

論
す
る
た
め
に
は
相
互
依
存
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
相
互
依
存
が
他
な
ら

ぬ
あ
る
特
定
の
意
味
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

我
々
は
、
我
々
の
社
交
性
の
本
能
は
他
者
の
幸
福
に
よ
っ
て
し
か
満
足
さ
せ
ら
れ
え
な
い
と
い
う
事
情
に

訴
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
人
間
性
の
感
情
は
社
会
的
繁
栄
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
同
種
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
他
の
議
論
に
訴
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。 

状
態
を
指
摘
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
人
が
奴
隷
た
ち
の
幸
福
に
執
着
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
は
結
論

さ
せ
て
い
な
い
。 

（
１
） 

強
者
が
弱
者
を
助
け
る
こ
と
が
社
会
的
有
用
性
の
観
点
か
ら
正
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
意
味
の
一
例
を
私
は
ジ

ー
ド
氏
に
提
示
し
た
。
「
ジ
ャ
ン
は
立
派
な
指
物
師
で
あ
る
。
彼
自
身
の
過
失
で
は
な
く
偶
然
の
経
緯
に
よ
っ
て
、

彼
は
破
産
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
も
し
一
定
期
間
無
利
子
で
少
額
の
金
が
彼
に
貸
与
さ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
は
立
ち
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あ
る
時
代
あ
る
国
の
人
々
が
連
帯
と
い
う
用
語
に
付
与
す
る
意
味
、
と
い
う
主
観
的
問
題
は
、
し
ば
し

ば
彼
ら
が
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
、
い
わ
ゆ
る
連
帯
の
教
義
を
採
用
さ
せ
ら
れ
る
際
に
作
用
す
る
諸
原
因
、

 
 
 
 

こ
の
分
野
で
は
自
ら
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
冗
長
に
な
る
の
で 

 
 
 
 

告
白
す
れ
ば
も
し
ジ
ー
ド
氏
が
も
っ
ぱ
ら
倫
理
的
問
題
の
み
を
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
私
に
も
あ
る
程
度
、 

 
 
 
 

こ
の
論
証
は
我
々
の
道
徳
的
義
務
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
問
題
を
尽
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
倫 

 
 
 
 

し
か
し
、
単
に
事
物
の
あ
い
だ
の
一
関
係
を
確
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
の
よ
う
な
命
題
の
ほ
か
に
、
倫
理
的
問 

直
り
、
有
用
な
市
民
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
…
無
利
子
で
こ
の
少
額
を
ジ
ャ
ン
に
貸
与
す
る
こ
と
は
よ

い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
」 

結
局
の
と
こ
ろ
私
は
こ
の
場
合
、
実
証
主
義
刑
法
学
派
が
一
時
的
犯
罪
者
と
生
ま
れ
な
が
ら
の
犯
罪
者
と
を
区

別
す
る
際
に
取
る
の
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
は
一
時
的
不
運
者
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
不
運
は
も
っ
ぱ

ら
そ
の
体
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
彼
は
退
化
し
た
人
間
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
全
く
別
の
意
味
で
劣
等

質
の
人
間
で
も
な
い
。
淘
汰
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
滅
び
る
に
ま
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
後
者
で
あ
り
、

前
者
は
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

を
助
け
る
の
は
、
た
し
か
に
彼
に
は
若
干
の
落
度
が
あ
る
が
、
我
々

・

・

の・

側・

に・

も・

多
く
の
落
度
が
あ
る
と
我
々
が
信 

運
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ジ
ー
ド
氏
は
こ
の
用
語
が
ジ
ャ
ン
に
つ
い
て
の
倫
理
的
判
断
を 

題
が
存
在
す
る
。
ジ
ー
ド
氏
が
そ
の
回
答
の
中
で
論
ず
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
問
題
で
あ
る
。
彼
は
、
右
の
例
は
、 

の
多
く
の
問
題
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

の
こ
と
を
信
じ
な
い
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
」 

私
が
連
帯
に
つ
い
て
下
し
た
が
っ
て
い
る
と
彼
が
思
っ
て
い
る
定
義
に
よ
り
も
、
ま
ち
が
い
な
く
彼
自
身
の
定
義 

じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
ね
ず
み
に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
し
我
々
が
ね
ず
み
に
対
し
て
道
徳
的
義
務
を
有
し
て 

ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
個
人
主
義
者
と
連
帯
主
義
者
と
を
分
か
つ
『
断
絶
』
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
ジ
ャ
ン 

が
淘
汰
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
、
あ
る
い
は
不
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
を
問
う
こ
と
が
可
能
で 

は
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
私
が
こ
の
用
語
で
指
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
が
一
時
的
な
不 

理
的
問
題
が
ジ
ー
ド
氏
が
指
示
す
る
方
向
に
お
い
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
し 

い
を
帯
有
し
て
き
て
お
り
、
純
粋
に
科
学
的
な
命
題
に
お
い
て
こ
う
し
た
言
葉
を
用
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
に 

い
る
と
信
じ
て
い
た
な
ら
ば
我
々
は
同
じ
よ
う
に
論
証
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
か
し
た
ら
我
々
が
そ 

あ
る
。
同
じ
く
我
々
は
義
務
の
遂
行
の
経
済
的
結
果
を
追
求
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
他
に
も
我
々
は
こ
の
種 

に
よ
り
適
合
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
「
た
し
か
に
パ
レ
ー
ト
氏
は
、
彼
が
ジ
ャ
ン
を
助
け
た
い
と
思
う
の
は
彼
に 

な
け
れ
ば
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
日
常
語
の
大
多
数
は
い
く
つ
か
の
形
而
上
学
的
な
ら
び
に
倫
理
的
な
意
味
合 

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
結
果
の
う
ち
に
淘
汰
に
関
係
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、 

付
随
し
て
い
る
形
而
上
学
的
倫
理
的
意
味
合
い
が
、
用
も
な
い
と
こ
ろ
に
忍
び
込
む
。 

若
干
は
責
任
が
あ
る
。
私
が
過
誤

・

・

、
落
度

・

・

（faute

）
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
。
こ
の
言
葉 

落
度
が
な
い
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
彼
が
救
済
に
値
す
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し 

よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
よ
う
な
解
決
の
客
観
的
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
を
追
求
し
な
け
れ
ば 

含
む
も
の
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。 

我
々
は
あ
る
種
の
道
徳
的
義
務
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
え
で
我
々
は
さ
ら
に
、
こ
の
義
務
の
遂
行 
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ラ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
彼
は
法
的
考
察
に
限
定
し
て
は
い
な
い
。
彼
は
そ
れ
に
経
済
理
論
を
つ
け
加
え

て
い
る
。
彼
の
経
済
理
論
の
う
ち
二
つ
は
一
定
の
成
功
を
収
め
た
。
一
つ
は
「
賃
金
鉄
則
」
（das eherne

  

Lohngesetz

）
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
労
働
者
の
給
与
は
平
均
し
て
彼
の
生

存
と
再
生
産
に
必
要
な

低
額
を
越
え
て
上
昇
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一

方
は
、
景
気
（conjonctures

）
の
理
論
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
商
業
と
投
機
に
よ
る
富
の
分
配
は

と
い
う
客
観
的
問
題
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ド
ゥ
ム
ー
ラ
ン
氏
の
観
察
、
お
よ
び
ジ
ー
ド
氏
に
よ
っ
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
我
々
の
観
察
が
関
係
し
て
い
る
の
は
こ
の

後
の
問
題
で
あ
る
。
人
々
が
彼
ら
の
状
況

を
改
善
す
る
た
め
に
持
つ
と
こ
ろ
の
き
わ
め
て
自
然
的
な
願
望
―
こ
れ
は
あ
る
一
定
点
ま
で
は
社
会
的
繁

栄
に
と
っ
て
非
常
に
有
益
な
の
で
あ
る
が
―
は
、
彼
ら
を
し
て
、
彼
ら
以
外
の
人
間
は
彼
ら
に
対
し
て
何

か
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
自
身
は
彼
ら
以
外
の
人
間
に
対
し
て
何
も
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
と
い

う
方
向
で
、
素
朴
に
平
等
、
博
愛
、
連
帯
を
解
釈
さ
せ
る
に
至
る
。
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
用
語
は
あ
る
部

類
に
属
す
る
個
々
人
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
あ
る
集
団
の
構
成
員
を
結
ぶ
紐
帯
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
る
。
今
日
組
合
加
盟
の
労
働
者
た
ち
が
経
営
者
た
ち
と
の
紛
争
に
お
い
て
互
い
に
連
帯
す
る
の
は

こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
経
営
者
と
も
、
ま
た
非
組
合
員
の
労
働
者
と
も
決
し
て
連
帯
し

な
い
。
し
か
も
彼
ら
は
こ
の
こ
と
を
少
し
も
隠
さ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
ら
は
こ
の
こ
と
を
自
慢
し
て

い
る
。
か
つ
て
こ
れ
は
同
志
愛
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
連
帯
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
同

一
事
物
に
対
す
る
二
つ
の
名
称
で
あ
る
。 

か
く
し
て
、
人
々
の
中
に
執
拗
に
生
き
続
け
、
時
代
の
流
行
に
し
た
が
っ
て
異
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
る

数
多
く
の
感
情
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
名
称
は
ひ
と
た
び
与
え
ら
れ
る
と
、
大
抵
の
場
合
純
粋
に
言
葉

の
う
え
で
の
類
推
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
感
情
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
由
を
引
き
出
す
こ

と
が
試
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
種
族
に
属
す
る
人
間
の
な
か
で
、
少
な
く
と
も
我
々
の
歴
史
知
識
の

及
ぶ
限
り
に
お
い
て
常
に
存
在
し
て
き
た
欲
求
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
手
段
に
事
欠

い
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
経
済
学
者
や
社
会
学
者
が
一
般
に
対
象
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
種
の
読
者
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
彼
ら
は
科
学
的
分
析
か
ら
は
多
少
と
も
そ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
科
学
的
分
析
と
い
う
も
の
は
異
な
る

種
類
の
問
題
を
厳
密
に
分
離
し
そ
れ
ら
を
個
別
に
研
究
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
ら
は
し
ば

し
ば
そ
れ
を
望
ま
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
の
問
題
を
、
そ
れ
と
は
全
く
無
関
係
の
、
連
帯
や
そ
の

他
類
似
の
倫
理
的
法
的
考
察
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
に
至
る
。 

人
は
宣
伝
の
目
的
と
し
て
、
あ
る
い
は
民
衆
を
説
得
す
る
た
め
に
書
く
、
あ
る
い
は
語
る
と
き
に
は
、

必
然
的
に
、
理
性
に
訴
え
る
考
察
の
中
に
感
情
に
訴
え
る
考
察
を
混
入
さ
せ
る
方
向
に
導
か
れ
る
。
雄
弁

の
成
立
は
、
語
り
か
け
ら
れ
る
聴
衆
に
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
を
正
し
く
配
分
す
る
こ
と
に
存
す

る
。
陪
審
団
を
前
に
し
て
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
口
頭
弁
論
は
こ
の
種
類
に
属
す
る
。
逆
に
裁
判
官
を
前

に
し
て
の
民
事
裁
判
に
お
け
る
口
頭
弁
論
は
理
性
に
訴
え
、
も
っ
ぱ
ら
事
実
と
権
利
の
問
題
を
論
ず
る
。

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
キ
ケ
ロ
の
民
事
裁
判
に
お
け
る
口
頭
弁
論
は
倫
理
お
よ
び
愛
国
心
の
問
題
を
、
権
利
と

事
実
の
問
題
の
中
に
混
入
さ
せ
て
い
る
。
前
者
は
彼
ら
が
訴
え
て
い
た
聴
衆
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ

っ
た
。 

142



 

し
か
し
こ
の
理
論
か
ら
は
さ
ら
に
別
の
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
帰
結
は
右
に
述

べ
た
も
の
よ
り
も
非
論
理
的
だ
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
例
え
ば
、
税
金
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
か

い
な
い
か
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
と
な
る
。
も
し
、
税
金
が
増
え
れ
ば
労
働
者
の

給
与
は
そ
の
分
だ
け
あ
が
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
税
金
が
減
れ
ば
、
給
与
は
下
が
る
こ
と
に
な
り
、
労

働
者
が
受
け
と
る
額
は
、
常
に
同
じ
こ
と
と
な
る
。
仮
に
賃
金
鉄
則
が
労
働
者
に
と
っ
て
致
命
的
な
結
果

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
労
働
者
に
と
っ
て
有
利
な
別
の
結
果
も
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。
労
働
者
が
一
日
十
二
時
間
働
く
国
を
想
定
し
よ
う
。
彼
ら
は
ち
ょ
う
ど
彼
ら
の
生
存
と
再
生
産
に
必

要
な
も
の
を
稼
ぐ
で
あ
ろ
う
。
法
律
は

大
労
働
時
間
を
一
日
十
時
間
と
規
定
し
て
い
る
と
せ
よ
。
こ
の

十
時
間
に
つ
い
て
の
労
働
者
の
報
酬
は
十
二
時
間
に
つ
い
て
の
も
の
と
等
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

  

こ
の
理
論
は
そ
の
単
純
さ
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
複
雑
な
経
済
学
的
諸
問
題
の
解
決
を
ほ
と
ん
ど
何
の
努

力
も
な
し
に
提
供
し
う
る
と
い
う
便
利
さ
に
よ
っ
て
、
魅
力
的
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
こ
に
家
長
の
み
が
働

く
一
社
会
が
存
在
す
る
と
せ
よ
、
彼
は
右
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
家
族
を
養
う
た
め
に

必
要
な
も
の
を
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
度
は
婦
人
も
労
働
し
一
定
の
給
与
を
稼
ぐ
と
せ
よ
、
何
が

起
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
理
論
は
直
ち
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
夫
の
給
与
は
ち
ょ
う
ど
妻
の
給
与
分

だ
け
減
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
総
額
は
一
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
家
族
を
養
う
の
に
必
要
な

額
に
等
し
い
は
ず
だ
か
ら
、
と
。
労
働
者
に
わ
ず
か
ば
か
り
の
畑
が
与
え
ら
れ
、
彼
ら
が
そ
こ
か
ら
の
産

物
を
給
与
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
何
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
収
入
総
額
が
一

定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
は
、
給
与
は
そ
の
土
地
の
産
物
の
価
値
分
だ
け
減
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と
こ
の
場
合
も
答
え
る
（
１
）
。
労
働
者
の
境
遇
に
も
た
ら
さ
れ
る
何
ら
か
の
改
善
の
効
果
は
ど
う
な
る
で
あ

ろ
う
か
と
問
わ
れ
た
場
合
に
も
同
じ
答
え
が
な
さ
れ
う
る
。
効
果
は

終
的
に
は
零
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
が
労
働
者
た
ち
を
そ
の
運
命
に
固
定
す
る
恐
る
べ
き
賃
金
鉄
則
の
現
実
な
の
で
あ
る
、
と
。 

 

実
際
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
賃
金
鉄
則
は
も
っ
ぱ
ら
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
は
リ
カ
ー
ド
ー
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
そ
の
他
の
経
済
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
、
価
値
に
つ
い

て
の
誤
っ
た
基
礎
概
念
の
結
果
で
あ
る
。
生
産
費
が
生
産
物
価
格
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る

な
ら
ば
、
労
働
の
価
格
は
、
労
働
の
生
産
価
格
す
な
わ
ち
労
働
者
が
生
存
し
再
生
産
す
る
に
必
要
な
も
の

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
出
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ラ
ン
ダ
ム
に
行
な
わ
れ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
我
々
の
社
会
の
悪
は
主
と
し
て
労
働

者
が
生
産
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
考
え
方
を
か
な
り
冗
舌
に
展
開
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
は
彼
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
非
常
に
多
数
の
論
者
に
見
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。 

（
１
） 

John Stuart M
ill, Principes d’écon. pol., liv. II, chap.XII, §4. 

「
給
与
外
の
追
加
は
す
べ
て
、
労
働
者

に
よ
り
少
な
い
給
与
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
給
与
外
の
追
加
は
結
局
つ
ね
に

給
与
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
。
勤
労
者
階
級
の
思
想
お
よ
び
欲
求
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
な
い
限
り
は
そ
う
で

あ
る
。
」 
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他
方
、
こ
う
し
た
難
点
を
無
視
す
る
と
し
て
も
、
我
々
は
現
実
に
接
近
し
た
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
な
ら

 

こ
の
生
活

・

・

水
準

・

・

な
る
も
の
が
い
か
に
決
定
さ
れ
る
か
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
理
論
は
正
し
い
で
は

あ
ろ
う
が
、
我
々
に
全
く
何
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
が
我
々
に
告
げ
る
の
は
、
給
与
は
未
知
の
一
定

量
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
生
活
水
準
は
給
与
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
水
準
が
給
与
に
依
存
す
る
と
し
た
場
合
、
給
与
は
い

か
に
し
て
生
活
水
準
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、

給
与
の
変
動
が
小
さ
い
場
合
に
は
、
生
活
水
準
は
給
与
に
依
存
せ
ず
、
変
動
が
相
当
量
で
あ
る
場
合
に
は

生
活
水
準
が
給
与
に
依
存
す
る
と
い
う
理
論
を
も
っ
て
い
る
（
１
）
。 

 

こ
う
し
た
演
繹
は
す
べ
て
一
つ
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
全
く
事
実
と
一
致
し
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
労
働
者
の
生
活
様
式
が
す
べ
て
の
時
代
、
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
同
一

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
る
た
め
に
は

小
の
注
意
力
さ
え
あ
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

労
働
者
は
、
生
存
と
再
生
産
の
た
め
に
生
理
学
的
に
必
要
不
可
欠
な
、
生
活
費
の

小
限
に
換
算
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
理
論
に
修
正
を
施
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
人
々
の
言
う

小
限
と
は
物
質
的

小
限

で
は
な
く
社
会
的

小
限
で
あ
る
。
各
国
、
各
時
代
に
は
一
定
の
正
常
な
生
活
様
式
、
生
活
水
準 standard

 

of life
 

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
生
活
費
の

小
限
な
る
も
の
は
こ
の
生
活
様
式
を
保
証
す
る
も
の
と
い
う

観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
適
切
な
理
論
で
あ
り
、
あ
る
仕
事
を
遂
行
す
る
の
に

社
会
的

・

・

・

に・

必
要
な
時
間
に
も
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

 

で
あ
ろ
う
。
十
時
間
の
場
合
も
十
二
時
間
の
場
合
も
、
共
に
、
第
三
の
量
す
な
わ
ち
労
働
者
の
生
存
と
再

生
産
に
必
要
な
も
の
に
等
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
と
こ
ろ
で
こ
の
論
証
は
一
日

の
労
働
時
間
が
八
時
間
と
決
め
ら
れ
て
い
て
も
、
六
時
間
と
決
め
ら
れ
て
い
て
も
、
さ
ら
に
は
一
時
間
、

あ
る
い
は
十
分
と
決
め
ら
れ
て
い
て
も
、
全
く
同
じ
よ
う
に
成
立
す
る
。
か
く
し
て
あ
る
国
に
お
い
て
は

労
働
者
は
一
日
十
分
し
か
働
か
ず
に
十
二
時
間
働
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
生
活
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
結
果
で
あ
る
。 

（
１
） 

Princip. d’écon. pol., liv. II, chap. XI, §2. 

著
者
ミ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
農
業
の
改
善
、
穀
物
法

の
再
認
、
そ
の
他
の
原
因
に
よ
っ
て
労
働
者
が
消
費
す
る
物
の
価
格
が
下
が
り
、
同
じ
給
与
で
労
働
者
が
以
前
よ

り
も
ず
っ
と
大
き
な
ゆ
と
り
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
き
に
は
」
次
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
。

「
給
与
は
す
ぐ
に
は
低
下
し
な
い
。
給
与
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
さ
え
起
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
繁
栄
期
の
あ

い
だ
に
労
働
者
が
不
可
欠
と
考
え
る
ゆ
と
り
の
水
準
が
恒
久
的
な
形
で
上
昇
し
な
い
限
り
は
、
給
与
は
結
局
の
と

こ
ろ
下
降
し
、
以
前
と
同
じ
状
態
に
労
働
者
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
右
の
よ
う
な
事
態
を
当
て
に

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
…
彼
ら
（
勤
労
階
級
）
に
対
し
て
平
凡
に
し
か
影
響
し
な
い
局
面
は
、
彼
ら

の
習
慣
や
欲
求
に
対
し
て
い
か
な
る
恒
久
的
な
作
用
も
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
は
す
ぐ
さ
ま
以
前
の

状
態
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
労
働
者
に
対
し
て
作
用
を
及
ぼ
す
一
時
的
な
原
因
が
恒
久
的
な
改
善
を
も
た
ら
す
た
め

に
は
、
そ
の
原
因
が
、
一
世
代
の
あ
い
だ
に
起
り
う
る
人
口
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
年
に
も
わ
た
っ
て
持
続

す
る
大
変
動
を
生
み
出
す
ほ
ど
に
強
力
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 
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統
計
は
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
労
働
者
の
生
活
条
件
が
変
化
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
悪
化
の
方

向
で
の
変
化
を
こ
う
む
っ
て
い
る
と
は
目
下
観
察
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
労
働
者
の
生

活
条
件
は
次
第
に
よ
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
非
常
に
多
く
書
か
れ
て
き

て
い
る
が
、
我
々
は
多
く
の
国
々
で
、
給
与
が
単
に
名
目
上
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
の
体
現
す
る
経
済
的
富

の
量
に
お
い
て
も
一
般
的
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
事
実
を
、
す
べ
て
報
告
す
る
こ
と
は
こ
こ

で
は
で
き
な
い
。
た
だ
一
つ
の
事
実
に
限
る
こ
と
に
す
る
。
貧
民
階
級
の
経
済
状
態
の
改
善
を
示
す

良

の
指
標
の
一
つ
は
、
小
麦
、
肉
、
チ
ー
ズ
、
卵
と
い
っ
た
第
一
次
的
必
需
品
の
消
費
総
量
の
増
大
で
あ
る
。

実
際
富
裕
階
級
の
各
メ
ン
バ
ー
が
例
え
ば
パ
ン
や
肉
の
消
費
を
増
大
さ
せ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
人
口
の

ほ
ん
の
一
部
を
な
す
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
結
果
す
る
の
は
人
口
全
体
か
ら
す
れ
ば
些
細
な
増
加
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
し
こ
の
増
大
さ
え
実
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
金
持
ち
の
人
間
た
ち
は
ど
の
時
期
に
お
い

 

賃
金
鉄
則
に
至
る
論
証
は
ま
ち
が
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
労
働
者
階
級
の
平
均
的
状
態
が
常
に
ほ
と

ん
ど
同
じ
ま
ま
で
あ
り
、
改
善
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
こ
の
法
則
は
真
実
性
を

も
ち
う
る
。
こ
の
言
い
方
は
厳
密
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
厳
密
で
あ
る
た
め
に
は
こ
の
平
均
的

・

・

・

状
態
な
る

も
の
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
を
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ

ろ
大
雑
把
に
は
、
こ
の
法
則
は
、
そ
れ
を
言
明
す
る
人
々
が
そ
れ
を
理
解
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、
事
象
の
近
似
的
観
念
を
与
え
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

実
際
こ
の
理
論
は
す
べ
て
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
出
発
点
も
ま
ち
が
っ
て
お
り
、
結
論
も
ま
ち
が
っ
て

い
る
。
生
産
コ
ス
ト
は
生
産
物
価
格
を
決
定
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
納
得
す
る
た
め
に
は
、
数
あ
る
理
由

の
な
か
で
も
次
の
点
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
物
は
そ
れ
自
体
生
産
の
た
め
に
消
費

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
生
産
コ
ス
ト
が
生
産
物
価
格
か
ら
独
立
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
不
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
人
々
に
よ
る
生
産
は
た
し
か
に
経
済
諸
条
件
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
が
、
こ

の
相
互
依
存
関
係
は
、
い
わ
ゆ
る
生
産
コ
ス
ト
と
労
働
給
与
と
の
あ
い
だ
の
等
し
さ
を
通
し
て
確
認
さ
れ

る
と
主
張
さ
れ
る
相
互
依
存
関
係
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
で
あ
る
。 

 

全
労
働
者
の
労
働
コ
ス
ト
総
額
が
労
働
の
総
価
格
に
等
し
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
賃
金
鉄
則
を
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
労
働
者
た
ち
が
そ
の
労
働
分
野
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
貯
蓄
を
し
な
い
と
い

う
こ
と
を
含
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
貯
蓄
銀
行
の
統
計
、
公
債
、
鉄
道
社
債
の
小
額
証
書

の
割
当
て
統
計
等
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
に
は
賃
金
鉄
則
は
一
般
に
そ
れ
に
付
与
さ

れ
て
い
る
意
味
と
は
全
く
別
の
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
の
賃
金
鉄
則
は
、

労
働
者
た
ち
の
生
活

・

・

水
準

・

・

が
彼
ら
の
欲
す
る
だ
け
上
昇
す
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

な
い
。
唯
一
つ
の
労
働
分
野
の
み
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
多
数
の
労
働
分
野
が
存
在
し
、

各
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
を
持
ち
、
そ
の
価
格
は
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
賃
金
鉄
則
は
各
領
域
に

個
別
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各
領
域
の
労
働
者
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
生
活

・

・

水
準

・

・

を
も
ち
、
そ
れ
が

生
産
コ
ス
ト
を
決
定
し
、
給
与
は
そ
の
生
産
コ
ス
ト
に
等
し
い
、
と
我
々
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
厳
密
に
は
、
各
労
働
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
カ
ー
ス
ト
を
形
成
し
て
い
る
国
の
場
合

に
は
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
国
々
に
つ
い
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
例
え
ば
塗
装
工
の
な
か

で
、
自
分
の
労
働
の
給
与
が
塗
装
工
の
生
活

・

・

水
準

・

・

に
応
じ
た
生
産
コ
ス
ト
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
、
他
の

多
数
の
塗
装
工
を
子
供
と
し
て
持
つ
よ
う
な
者
は
い
な
い
。 
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こ
の
緩
和
さ
れ
た
形
式
の
も
と
で
さ
え
、
こ
の
操
作
の
な
か
に
、
商
工
業
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
こ
と

の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
少
数
の
投
機
と
株
式
相
場
の
あ
り
方
を
こ
の
操
作
は

 

我
々
は
自
由
競
争
の
状
態
に
お
い
て
は
企
業
家
の
利
益
と
損
失
は
ほ
と
ん
ど
相
殺
さ
れ
る
こ
と
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
ら
の
和
は
ほ
と
ん
ど
零
に
等
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（
１
）
。
利
益
と
損
失
が
偶
然
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
和
が
何
ら
か
の
プ
ラ
ス
量
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
偶
然

は
こ
の
利
益
と
損
失
の
分
配
を
、
そ
れ
ら
の
和
が
零
と
い
う
条
件
の
下
で
決
定
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
も

承
認
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
れ
ば
少
な
く
と
も
あ
る
種
の
場
合
に
は
我
々
は
現
実
に
対
し
て
多

少
は
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
態
を
よ
り
よ
く
説
明
す
る
た
め
に
企
業
家
が
く
じ
を
や
っ
て

い
る
と
想
定
し
よ
う
。
彼
ら
が
選
ん
だ
番
号
が
当
り
の
場
合
、
く
じ
の
親
は
、
選
ば
れ
た
組
み
合
わ
せ
の

示
す
確
率
に
厳
密
に
反
比
例
す
る
額
を
彼
ら
に
支
払
う
。
か
く
し
てam

be

（
ロ
ッ
ト
の
二
つ
の
数
）
の
場

合
の
儲
け
と
し
て
親
は
賭
け
金
の
四
〇
〇
・
五
倍
を
支
払
い
、
当
り
の
三
数
字
の
場
合
賭
け
金
の
一
一
・

七
四
八
倍
を
支
払
う
（
２
）
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
場
合
、
親
に
は
儲
け
も
損
失
も
な
い
。
一
定
数
の
賭
博
者

の
儲
け
は
別
の
賭
博
者
の
損
失
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
儲
け
と
損
失
を
分
配
す
る
の
は

偶
然
で
あ
る
が
、
想
定
さ
れ
て
い
た
条
件
そ
の
も
の
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
和
は
零
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

て
も
腹
い
っ
ぱ
い
食
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
次
第
か
ら
、
二
つ
の
時
期
の

あ
い
だ
で
第
一
次
的
必
需
品
の
消
費
の
増
加
―
人
口
一
人
当
り
の
―
が
確
認
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
増
加

は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
、
貧
民
階
級
と
あ
ま
り
ゆ
と
り
の
な
い
階
級
の
消
費
が
上
昇
し
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
こ
う
し
た
階
級
の
経
済
状
態
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
い
で
な

が
ら
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
統
計
は
、
た
と
え
そ
の
欠
陥
を
ざ
っ
と
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し

た
消
費
の
増
大
を
証
明
し
て
い
る
。 

 

景
気

・

・

（conjonctures

）
の
理
論
は
賃
金
鉄
則
の
理
論
よ
り
も
さ
ら
に
一
層
検
証
に
耐
え
得
な
い
。
で
た

ら
め
に
商
品
を
購
入
す
る
人
が
金
持
ち
に
な
り
、
熟
考
の
末
に
し
か
購
入
し
な
い
別
の
人
が
破
産
す
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
が
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
で
た
ら
め
に
な
さ
れ
る
非
常
に
多
数
の
売
買
が
根
拠
あ
っ
て
な
さ
れ
る
多
数
の
売
買
よ
り
も

有
利
で
あ
る
か
不
利
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
例
え
ば
マ
ル
セ
ー
ユ
に
輸
出
す
る
た

め
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
ま
で
海
水
を
買
い
に
行
く
貿
易
商
の
場
合
の
よ
う
な
、
全
く
で
た
ら
め
に
行
な
わ
れ
る

売
買
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
は
あ
る
程
度
の
知
識
に
導
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
た
だ
知
識
が
多
い
か
少
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ

で
商
業
に
お
い
て
も
株
式
相
場
に
お
い
て
も
素
人
は
結
局
は
つ
ね
に
金
を
失
う
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
金

を
も
う
け
る
の
は
玄
人
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。 

（
２
） 

宝
く
じ
は
九
〇
個
の
番
号
か
ら
成
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
人
は
そ
の
中
か
ら
抽
せ
ん
ご
と
に
五
つ
を
引
く
。
国

家
が
こ
の
よ
う
な
宝
く
じ
の
親
で
あ
る
場
合
の
、
親
の
利
益
は
、
国
家
が
当
り
の
確
率
に
反
比
例
す
る
定
め
ら
れ

た
額
よ
り
も
少
な
く
支
払
う
こ
と
に
由
来
す
る
。 

（
１
） 

損
失
は
負
の
利
益
と
み
な
さ
れ
る
。
利
益
と
損
失
の
和
は
零
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
損
失
額
は
数
字
の
上
で
利
益
額
、

逆
符
号
の
数
字
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。 
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社
会
的
諸
問
題
の
解
決
に
適
用
さ
れ
た
擬
似
法
的
お
よ
び
擬
似
歴
史
的
考
察
の
き
わ
め
て
豊
か
な
蓄
積

は
労
働
権

・

・

・

の
理
論
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
新
し
い
権
利
の
根
拠
は
、
人
々
が
か
つ
て
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
別
の
い
く
つ
か
の
権
利
の
う
ち
に
あ
る
。 

 

フ
ー
リ
エ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
未
開
人
は
次
の
七
つ
の
権
利
を
行
使
す
る
。
す
な
わ
ち
、
狩
猟

・

・

、
漁
撈

・

・

、
採
集

・

・

、
牧
草
地

・

・

・

、
外
部

・

・

か
ら

・

・

の・

盗
み

・

・

、
同
盟

・

・

、
無
頓
着

・

・

・

で
あ
る
（
１
）
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
相
矛
盾
す
る
要

素
を
は
ら
ん
だ
合
成
的
自
由
を
構
成
し
、
こ
の
自
由
は
社
団
的
大
工
業
と
両
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
類
が
未
開
状
態
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
い
た
諸
権
利
、
個
々

・

・

人・

の・

あ
い
だ

・

・

・

で・

同
意

・

・

さ・

れ
た

・

・

等
価
物

・

・

・

と
い
う
条
件
以
外
で
は
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
諸
権
利
を
工
業
の
実
践
の
な
か
で

人
類
が
獲
得
し
な
い
限
り
、
人
類
は
自
ら
を
自
由
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
文
明
が
、

 

客
観
的
に
見
て
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
煽
動
の
成
功
は
当
時
ド
イ
ツ
で
生
み
出
さ
れ
て
い
た
民
主
主
義
的
か
つ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

な・

感
情
の
再
燃
に
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ッ
サ
ー

ル
自
身
は
何
に
も
ま
し
て
政
治
的
人
間
で
あ
り
、
も
し
彼
が
反
対
派
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
恐
ら
く

権
力
の
座
に
あ
っ
た
人
々
が
彼
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
権
力
者
た
ち
に
近
づ

こ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
も
し
彼
が
若
死
に
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
に
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は

後
に
は
、
プ
ロ
シ
ア
王
国
の
大
臣
で
あ
り
農
地

・

・

再
配
分

・

・

・

論
者

・

・

の
保
護
者
で
も
あ
っ
た
ミ
ケ
ル
（M

iquel

）

氏
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

 

ラ
ッ
サ
ー
ル
は
急
い
で
理
論
を
離
れ
実
践
に
専
念
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
つ
ね
に
起
る
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
彼
は
妥
協
し
た
。
彼
は
生
産
協
同
組
合
に
対
す
る
国
家
か
ら
の
一
定
の
補
助
金
で

ま
ず
は
満
足
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
補
助
金
を
プ
ロ
シ
ア
の
場
合
一
億
タ
ー
レ
ル
と
概
算
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
補
助
金
に
つ
い
て
の
経
験
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
。
一
八
四
八
年
憲
法
制
定

会
議
は
三
百
万
フ
ラ
ン
の
補
助
金
を
議
決
し
、
そ
れ
は
五
六
の
労
働
者
団
体
の
あ
い
だ
で
分
配
さ
れ
た
。

結
果
は
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
六
五
年
に
は
こ
れ
ら
の
団
体
の
う
ち
四
つ
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ

た
。
一
八
七
五
年
に
は
残
っ
て
い
た
の
は
僅
か
一
つ
―
や
す
り
師
の
団
体
―
だ
け
で
あ
っ
た
。
私
的
な
個

人
の
慈
善
家
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
同
様
の
経
験
も
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。 

表
現
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
の
道
に
お
け
る
練
達
者
た
ち
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る

良
の

組
合
せ
の
成
功
不
成
功
に
対
し
て
偶
然
が
及
ぼ
し
う
る
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
さ
え
言
え
る
影
響
を
決
し

て
否
定
で
き
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
練
達
そ
の
も
の
は
結
果
と
し
て
単
に
成
功
の
チ
ャ
ン
ス
を

増
大
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
確
率
を
計
算
す
れ
ば
、
単
一
の
出
来
事
の
確
率
が
き
わ
め
て
僅
か

増
大
す
る
だ
け
で
も
、
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
事
象
の
場
合
に
は
そ
の
結
果
が
重
大
な
も
の
と
な
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
（
１
）
。 

（
１
） 

Poisson

はRecher. sur la prob. des jug., p.70

に
お
い
て
、
当
時
パ
リ
に
存
在
し
て
い
た
公
営
賭
博
に
つ
い

て
、
三
十

・

・

と・

四
十

・

・

と
い
う
賭
け
で
は
各
回
ご
と
の
親
元
の
利
益
は
「
千
分
の
十
一
を
わ
ず
か
上
ま
わ
る
程
度
で
あ

る
が
、
短
い
時
間
の
う
ち
に
非
常
に
迅
速
に
何
回
も
賭
け
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毎
年
ほ
と
ん
ど
一
定

の
確
実
な
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
親
元
に
独
占
権
を
認
可
し
て
い
る
行
政
当
局
に
対
し
て
毎

年
五
〇
〇
万
か
ら
六
〇
〇
万
フ
ラ
ン
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 
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権利 情熱 色 曲線  

採集 友情 紫 円 ド 

牧草地 愛情 紺碧 楕円 ミ 

漁撈 家族主義 黄色 放物線 ソ 

  （famillisme）      

狩猟 野心 赤 双曲線 シ 

内部同盟 カバラ学者 藍色 螺旋 レ 

無頓着 蝶 緑 螺獅線 ファ

外部からの盗み 混合 オレンジ色 対数線 ラ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ど
う
や
ら
「
哲
学
者
た
ち
は
、
人
間
に
は
七
つ
の
自
然
権
に
対
す
る
賠
償
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
感

じ
た
」
ら
し
い
。
「
お
や
、
自
然
権
が
人
間
に
何
を
約
束
し
た
っ
て
。
自
由
と
は
相
反
す
る
二
つ
の
不
愉
快

な
妄
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
等
と
博
愛
で
あ
り
、
未
開
人
の
あ
い
だ
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
文

明
国
民
の
あ
い
だ
で
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
我
々
の
社
会
は
「
労
働

に
対
す
る
権
利
、
貧
民
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
唯
一
の
権
利
」
を
認
め
な
い
と
い
う
あ
や
ま
ち
を
犯

し
て
い
る
。
「
聖
書
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
神
は

初
の
人
間
と
そ
の
子
孫
に
対
し
て
額
に
汗
し
て

働
く
こ
と
を
強
い
た
。
し
か
し
神
は
我
々
の
生
存
が
か
か
っ
て
い
る
労
働
を
我
々
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と

は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
人
間
の
権
利
と
し
て
、
「
哲
学
」
お
よ
び
「
文
明
」
に
対
し
て
、
神
が

窮
余
の
策
と
し
て
、
ま
た
罰
と
し
て
我
々
に
委
ね
た
手
段
を
我
々
か
ら
取
り
上
げ
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て

少
な
く
と
も
我
々
が
訓
練
さ
れ
た
種
類
の
労
働
に
対
す
る
権
利
を
保
証
す
る
よ
う
に
、
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
（
一
三
七
頁
）
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
労
働
に
対
す
る
権
利
が
一
般
に
特

殊
な
種
類
の
労
働
に
対
す
る
権
利
へ
と
変
換
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
換
は
し
ば
し
ば
行
な
わ

 

こ
の
権
利
に
つ
い
て
の
リ
ス
ト
は
た
し
か
に
少
し
恣
意
的
で
あ
る
。
我
々
は
な
ぜ
外
部

・

・

か
ら

・

・

の・

盗
み

・

・

の

権
利
と
並
ん
で
食
人
の
権
利
―
勿
論
外
部
の
人
間
に
対
す
る
―
も
な
い
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
い
く

つ
も
の
未
開
人
が
現
在
も
そ
れ
を
行
使
し
て
い
る
の
に
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
は
る
か
に
不
条
理
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

然
権
の
何
人
も
の
擁
護
者
た
ち
が
没
頭
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
よ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
の
綜
合
合
的
産
物
に
対
す
る
生
得
の
権
利
な
る
も
の
も
含
め
て
自 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
う
し
た
珍
案
迷
論
は
喜
劇
的
で
は
あ
る
が
、
究
極
の
と
こ
ろ
で
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
利
で
あ
り
、

後
の
三
つ
は
「
分
配
的
」
権
利
で
あ
る
。
類
推
は
次 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

も
っ
と
先
の
一
二
六
頁
で
フ
ー
リ
エ
は
い
つ
も
の
奇
癖
の
一
つ
を
表
わ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

挙
げ
た
諸
権
利
の
う
ち

初
の
四
つ
は
「
基
本
的
あ
る
い
は
産
業
的
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
て
、「
類
推
に
よ
る
自
然
権
の
全
階
程
」
を
作
成
し
て
い
る
。
右
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表
の
如
く
で
あ
る
。 

我
々
は
工
業
と
結
合
し
た
自
由
へ
と
上
昇
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
文
明
は
七
つ
の
権
利
の

同
意

・

・

さ
れ
た

・

・

・

等
価
物

・

・

・

を
我
々
に
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
七
つ
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
未

開
人
が
我
々
と
同
盟
し
工
業
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
選
択
す
る
に
十
分
な
ほ
ど
に
現
実
的
な
一
等
価
物
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２
）
。
」 

（
２
） 

表
126 

（
１
） 

Traité de l’ass. dom
. Agric., Paris, 1822, I, p.122. 
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し
か
し
こ
の
こ
と
は
措
い
て
お
き
、
次
の
こ
と
を
承
認
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
右
の
よ
う
な
問
題
に
も
法

の
準
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
も
そ
れ
ら
を
正
確
に
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

人
類
の
起
源
の
と
こ
ろ
ま
で
遡
及
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
法
的
要
求
は
実
の
と
こ
ろ
我
々
を
遠
い
過

去
に
ま
で
連
れ
て
行
き
、
解
き
難
い
困
難
に
逢
着
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
」
が
数
千
年
前
に
そ
の
前
主
（
と
彼
は
言
う
）
が
奪
わ
れ
た
土
地
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
あ
る
民
族
は
何
故
に
別
の
あ
る
民
族
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
土
地
を
同
じ
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
族
の
民
族
に
対
す
る
力
の
行
使
は
同
一
民
族
内
部
に
お
け
る
場
合
よ
り
も

よ
り
「
合
法
的
」
で
あ
る
の
は
何
故
か
。
現
在
も
フ
ラ
ン
ス
で
生
き
て
い
る
ガ
リ
ア
人
の
子
孫
た
ち
は
、

ロ
ー
マ
人
、
ゲ
ル
マ
ン
人
、
ノ
ル
マ
ン
人
等
の
子
孫
を
、
彼
ら
を
追
放
す
べ
く
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ガ
リ
ア
人
の
子
孫
自
身
も

初
に
ガ
リ
ア
地
方
を
占
拠
し
た
い
く
つ
か
の
民
族

の
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
な
れ
ば
全
く
の
混
乱
で
あ
る
。 

 
 

 

コ
ン
シ
デ
ラ
ン
は
こ
の
考
察
を
発
展
さ
せ
た
（
１
）
。
彼
は
言
う
。
「
未
開
人
は
森
林
、
サ
バ
ン
ナ
の
中
で
、

四
つ
の
自
然
権
、
狩
猟
、
漁
撈
、
採
集
、
放
牧
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
権
利
の
原
初
的
形
態
で
あ
る
。
文

明
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
す
べ
て
、
庶
民
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
何
も
相
続
せ
ず
所
有
せ
ず
、
こ
れ
ら

の
権
利
を
留
保
も
条
件
も
な
く
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
明
社
会
で
は
原
初

的
権
利
が
形
式
を
変
え
て
い
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
も
は
や
存
在
し
て
い

な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
内
容
と
共
に
形
式
も
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
権
利
が
工
業
社
会

の
諸
条
件
と
両
立
で
き
る
形
式
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
容
易
で
あ
る
。

未
開
状
態
に
お
い
て
は
人
は
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
は
行
動
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

漁
撈
、
狩
猟
、
採
集
、
放
牧
の
労
働
は
そ
の
権
利
の
行
使
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
原
初
的
権
利
は
そ
れ

ゆ
え
こ
の
労
働
に
対
す
る
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
土
地
を
占
拠
し
、
人
間
か
ら
、
そ
の
四
つ
の
自
然
権

を
思
い
の
ま
ま
自
由
に
大
地
に
対
し
て
行
使
す
る
能
力
を
奪
う
工
業
社
会
、
こ
の
社
会
が
個
人
か
ら
剥
奪

し
た
四
つ
の
自
然
権
の
代
償
と
し
て
労
働

・

・

に・

対
す
る

・

・

・

権
利

・

・

を
原
則
と
し
て
、
ま
た
適
用
を
あ
や
ま
る
こ
と

な
く
彼
に
承
認
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
も
は
や
不
平
を
な
ら
す
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
個
人
の
原
初

的
権
利
は
貧
弱
な
仕
事
場
、
生
ま
の
自
然
の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
労
働
に
対
す
る
権
利
で
あ
っ
た
。
現
在

の
そ
の
権
利
は
、
個
人
の
活
動
が
よ
り
生
産
的
で
あ
る
は
ず
の
、
よ
り
施
設
の
充
実
し
た
豊
か
な
仕
事
場

に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
労
働
に
対
す
る
権
利
で
あ
ろ
う
。
財
産
の
合
法
性
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
条
件

は
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
労
働

・

・

に・

対
す
る

・

・

・

権
利

・

・

を
承
認
す
る
こ
と
、
ま
た
あ
る
活
動
の
実

践
に
つ
い
て
、
こ
の
実
践
が
原
初
状
態
に
お
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
供
給
し
え
た
の
と
少
な
く
と
も
同
じ

だ
け
の
生
存
手
段
を
、
社
会
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
対
し
て
保
証

・

・

す
る

・

・

こ
と
、
で
あ
る
。
」 

 

れ
る
。
著
者
は
続
け
る
。
「
も
し
私
が
表
一
二
六
（
注
に
転
載
し
た
も
の
）
で
こ
の
権
利
に
言
及
し
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
と
い
う
も
の
が
基
本
的
な
四
つ
の
権
利
す
な
わ
ち
狩
猟

・

・

、
漁
撈

・

・

、
採
集

・

・

、
放
牧

・

・

に
由
来
す
る
、
累
積
的
な
一
権
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
労
働
は
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
が
自
然
権
を
有
す
る
四
つ

の
労
働
分
野
を
含
む
、
超
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
。
」 

（
１
） 

Thèorie du droit de propriété et du droit au travail. 
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彼
ら
に
と
っ
て
も
っ
と
有
利
な
計
算
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
、
未
開
状
態
と
し

て
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
人
の
密
度
を
認
め
よ
う
（
こ
れ
は
現
在
の
パ
ラ
グ
ア
イ
の
都
市
お
よ

び
農
耕
地
を
含
め
た
人
口
密
度
で
あ
る
）。
そ
れ
で
も
我
々
の
到
達
す
る
額
は
年
間
補
償
金
一
・
八
三
フ
ラ

ン
に
す
ぎ
な
い
。
ま
こ
と
に
、
こ
の
評
判
の
「
四
つ
の
自
然
権
」
は
安
い
も
の
で
あ
る
。 

 

も
人
口
稠
密
な
国
の
一
つ
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
国
の
面
積
は
二
九
四
五
五
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
人
口
は
六
〇
〇
〇
〇
〇
〇
人
以
上
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
三
〇
〇
〇
〇
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
と
六
〇
〇
〇
〇
〇
〇
人
と
し
よ
う
。
未
開
人
に
つ
い
て
我
々
が
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
え

ば
、
所
有
さ
れ
ず
耕
作
さ
れ
な
い
土
地
か
ら
の
自
然
の
産
物
で
は
ご
く
僅
か
の
人
間
し
か
養
う
こ
と
は
で

き
ず
、
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
平
方
に
つ
き
一
人
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
か
な
り
多
め
の
数
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。

そ
れ
ゆ
え
「
四
つ
の
自
然
権
」
で
は
ベ
ル
ギ
ー
で
は
一
〇
〇
〇
〇
人
し
か
生
存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
享
受
す
る
生
活
資
材
の
量
は
今
日
一
人
当
た
り
一
日
に
一
フ
ラ
ン
受
け
取
る
人
々
が

調
達
し
う
る
量
よ
り
も
確
実
に
少
な
い
。
年
間
に
す
る
と
こ
の
額
は
三
六
五
万
フ
ラ
ン
と
な
る
。
こ
れ
を

六
〇
〇
万
の
住
民
に
配
分
す
れ
ば
一
人
当
り
〇
・
六
一
フ
ラ
ン
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
額
が
、
彼
ら
の

先
祖
が
剥
奪
さ
れ
た
「
四
つ
の
自
然
権
」
の
代
償
と
し
て
、
年
間
で
彼
ら
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
額
と
な
る
。 

 

い
こ
と
、
都
合
の
よ
い
と
き
に
は
そ
れ
を
思
い
出
し
具
合
の
わ
る
い
と
き
に
は
そ
れ
を
忘
れ
る
と
い
っ
た

こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
も
し
貴
方
が
一
〇
人
の
相
続
者
を
も
っ
て
い
る
あ
る
人
物

に
一
〇
万
フ
ラ
ン
の
損
害
を
与
え
た
と
す
れ
ば
、
貴
方
は
こ
の
一
〇
人
の
相
続
者
に
一
〇
万
フ
ラ
ン
を
返

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
人
一
人
に
一
〇
万
フ
ラ
ン
を
返
還
す
る
必
要
は
な
い
。
し
ば
し
の
間
「
社

会
」
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
に
対
し
て
、「
あ
る
活
動
の
実
践
に
つ
い
て
、
こ
の
実
践
が
原
初
状
態
に
お
い

て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
供
給
し
え
た
の
と
少
な
く
と
も
同
じ
だ
け
の
生
存
手
段
」
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
今
日
あ
る
一
定
の
土
地
で
生
活
し
て
い
る
多
数
の
住
民
の
一
人
一
人
に
対

し
て
、
か
つ
て
そ
の
土
地
で
生
活
し
て
い
た
非
常
に
少
数
の
住
民
の
一
人
が
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た

と
同
じ
だ
け
の
生
活
手
段
を
返
還
す
る
こ
と
と
は
大
い
に
異
な
る
事
態
で
あ
る
。 

（
１
） 

既
に
か
な
り
農
業
が
発
展
し
て
お
り
、
都
市
な
ど
も
存
在
し
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
一
人
と
少
々
の
住
民
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
パ
ラ
グ
ア
イ
は
一
人
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
は
一
・
三
人
、
ウ
ル
グ
ア

イ
は
二
・
三
人
、
ペ
ル
ー
は
二
・
五
人
で
あ
る
。 

Levasseur 

は La popul. franç., III, p. 473-474. 

で
漁
撈
で
生
活
し
て
い
る
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
人
の
場

合
、
一
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
人
の
人
口
密
度
、
つ
ま
り
五
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
の

密
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
ア
マ
ゾ
ン
の
森
林
大
平
原
地
帯
の
よ
う
に
植
生
が
豊
か
な
場
合
で
さ
え
、

未
開
の
生
活
は
一
人
の
人
間
を
養
う
の
に
き
わ
め
て
広
大
な
空
間
を
必
要
と
す
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
マ
ゾ
ン
地
方

で
は
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
人
を
数
え
る
に
す
ぎ
ず
、
文
明
人
の
住
む
諸
都
市
を
除
け
ば
、
〇
・

〇
三
人
で
あ
る
。
未
開
人
が
き
わ
め
て
僅
か
な
欲
求
し
か
感
じ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
手
段
は
さ

ら
に
少
な
い
。
飢
餓
は
彼
ら
の

大
の
敵
で
あ
る
。 
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例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
仕
事
の
な
い
人
間
は
労
働
者
階
級
の
屑
で
あ
る
。
彼
ら
か
ら
は
何
も
よ
い

  

ル
イ
・
ブ
ラ
ン
は
こ
の
問
題
を
肯
定
的
に
解
決
す
る
。
彼
は
こ
の
問
題
を
よ
り
一
般
的
な
も
の
に
拡
大

さ
え
し
て
、
国
家
金
融
機
関
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
る
労
働
者
諸
団
体
の
巨
大
な
一
組
織
を
要
求
す
る
。
小

さ
な
規
模
で
で
は
あ
る
が
実
際
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。
臨
時
政
府
は
、
一
八
四
八
年
二
月
二
五
日
付
の
宣

言
で
、
「
労
働
に
よ
っ
て
労
働
者
の
生
存
を
保
証
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
臨
時
政
府
は
全
て
の
労
働
者
に

仕
事
を
供
給
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
臨
時
政
府
は
労
働
者
が
そ
の
労
働
の
正
当
な
る
利
益
を
享
受
す
る

た
め
に
同
盟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
。
」
国
民

・

・

の・

作
業
場

・

・

・

（ateliers nationaux

）
が
設

立
さ
れ
た
。
こ
の
経
験
は
周
知
の
よ
う
に
惨
め
に
失
敗
し
た
。
Ｅ
・
ト
ー
マ
ス
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
歴
史

を
書
い
た
人
で
あ
る
が
（
１
）
、
政
府
が
そ
れ
を
不
誠
実
に
い
や
い
や
行
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し

他
の
国
々
で
国
家
あ
る
い
は
自
治
体
が
仕
事
の
な
い
人
々
を
援
助
す
る
た
め
に
仕
事
場
を
組
織
し
よ
う
と

す
る
度
に
、
い
つ
も
結
果
は
同
様
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
人
々
は
非
常
に
高
価
な
粗
悪
品
を
手
に
し
た
だ

け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
措
こ
う
。
し
か
し
あ
る
種
の
論
者
た
ち
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
に
せ
よ
、

彼
ら
は
い
か
な
る
社
会
的
問
題
の
解
決
に
も
有
効
に
貢
献
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
労
働
に
対
す
る
権
利

な
る
も
の
に
つ
い
て
科
学
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
仕
事
の
な
い
人
々
に
税
金
に
よ
っ
て
仕
事
を

保
証
す
る
こ
と
は
有
益
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

  

一
八
八
六
年
病
院
お
よ
び
施
療
施
設
の
収
入
は
約
一
億
一
千
万
フ
ラ
ン
、
法
律
扶
助
を
受
け
て
い
る
児

童
の
た
め
の
費
用
は
一
千
七
百
万
フ
ラ
ン
、
福
祉
事
務
所
の
費
用
は
三
千
五
百
万
フ
ラ
ン
（
１
）
、
合
計
で
一

億
六
千
二
百
万
フ
ラ
ン
と
な
る
。
個
人
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
慈
善
を
計
算
に
入
れ
れ
ば
、
実
際
に
は
は

る
か
に
大
き
な
総
額
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
右
の
数
字
に
限
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
「
四
つ

の
自
然
権
」
の
代
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
補
助
金
六
千
五
百
万
フ
ラ
ン
の
倍
以
上
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
社
会
」
は
現
在
既
に
、
あ
る
人
々
が
思
い
出
し
た
擬
似
法
律
的
原
則
に
よ
っ
て
フ
ラ

ン
ス
に
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
以
上
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
に
対
し
て
支
払
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 
フ
ラ
ン
ス
は
約
五
三
五
〇
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
面
積
を
も
っ
て
い
る
（
１
）
。
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ン

ス
は
未
開
状
態
で
一
七
八
三
三
三
人
の
人
口
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
場
合
と
同
じ
よ

う
に
一
日
一
人
当
た
り
一
フ
ラ
ン
と
計
算
す
れ
ば
、
は
し
ょ
っ
た
数
字
で
年
間
六
五
一
〇
〇
〇
〇
〇
フ
ラ

ン
と
な
る
。
一
八
九
〇
年
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
は
約
三
千
八
百
万
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
四
つ
の
自

然
権
」
の
代
償
と
し
て
一
人
当
た
り
年
間
一
・
七
二
フ
ラ
ン
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

    

（
１
） 

H
istoire des ateliers nationaux, 1848. 

（
１
） 

A
. de Foville, loc. cit., p.66. 

（
１
） 

A
. de Foville, La France économ

ique, p.2. 
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も
の
は
引
き
出
せ
な
い
。
し
か
も
彼
ら
が
傭
わ
れ
る
仕
事
場
の
組
織
は
一
般
に
き
わ
め
て
欠
陥
の
多
い
も

の
で
あ
る
。 

 

あ
る
労
働
者
に
彼
が
慣
れ
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
仕
事
を
与
え
た
場
合
、
彼
が
そ
の
仕
事
を
然
る
べ

く
や
れ
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
。
他
方
、
ど
う
し
た
ら
彼
の
専
門
の
仕
事
を
彼
に
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
彼
が
そ
の
よ
う
な
仕
事
に
つ
け
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
例
に
よ
っ
て
例
外
的

な
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
仕
事
の
産
物
が
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
過
剰
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
そ
の
仕
事
の
量
が
さ
ら
に
増
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
産
物
は
ま
す
ま
す
過
剰
と
な
り
、
我
々
は
そ
れ
を

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
民
間
企
業
で
い
ま
だ
同
じ
生
産
に
従
事
し
て
い
る
別
の
労
働
者
た
ち
は
仕

事
に
不
足
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

例
え
ば
繊
維
産
業
で
し
ば
し
ば
起
き
る
恐
慌
の
一
つ
を
考
え
て
み
よ
う
。
流
行
は
変
化
し
、
人
々
は
ウ

ー
ル
を
よ
り
多
く
消
費
し
、
絹
は
よ
り
少
な
く
消
費
す
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
絹
の
生
産
に
従
事
し
て

い
た
労
働
者
の
一
部
は
仕
事
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
が
介
入
し
、
彼
ら
に
仕
事
を
与
え
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
政
府
は
、
既
に
減
少
し
て
い
た
絹
の
生
産
を
再
び
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
政
府
の
仕

事
場
の
産
物
は
民
間
産
業
の
産
物
に
対
し
て
市
場
で
競
争
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
民
間
産
業
は
そ

の
結
果
と
し
て
そ
の
生
産
を
一
層
制
限
す
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
な
労
働
者
を
仕
事
な
し
で
放
り
出
す
こ

と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
幸
を
癒
す
は
ず
の
治
療
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
増
大

さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
政
府
が
絹
の
唯
一
の
生
産
者
と
な
る
と
き
、
政
府
は
買
い
手
の
な
い

分
の
絹
を
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
１
）
。 

 

（
１
） 

全
く
不
思
議
な
論
者
た
ち
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
労
働
者
の
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
の
本
職
に

お
い
て
雇
傭
す
る
こ
と
に
対
す
る
唯
一
の
障
害
は
、
国
家
の
経
済
活
動
が
現
在
の
私
法
の
組
織
が
存
続
し
え
な
い

ほ
ど
の
規
模
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
彼
ら
は
、
航
空
に
対
す
る
唯
一
の
障
害
は
機
械

製
造
の
現
在
の
専
門
領
域
の
数
を
増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
技
師
に

似
て
い
る
。 

国
家
の
経
済
活
動
の
規
模
の
問
題
と
は
全
く
別
の
問
題
が
あ
る
と
も
言
う
。
莫
大
な
数
の
商
品
の
生
産
を
欲
求

と
つ
り
合
わ
せ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
容
易
な
こ
と
で
あ
る
と
信
ず
る
た
め
に
は
、
実
の
と
こ
ろ

経
済
現
象
に
つ
い
て
全
く
何
も
知
ら
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

 

 

さ
ら
に
は
、
労
働
者
が
権
利
を
有
す
る
そ
の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
る
べ
き
給
与
の
問
題
が
あ
る
。
一

般
に
そ
れ
は
「
通
常
の
給
与
」
（salaire courant

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
現
在
の

経
済
体
系
、
悪
と
宣
言
さ
れ
た
体
系
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
れ
は
孤
立
し
た
事
実
で
は
な
い
。
改
革
者
た
ち
は
価
格
決
定
の
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
自
由
競
争
の
体
系
を
糾
弾
し
そ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
望
む
が
、
結
局
は
価
格
決

定
の
た
め
に
直
接
間
接
に
自
由
競
争
に
訴
え
る
こ
と
と
な
る
。 
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第
十
一
章 

科
学
的
体
系 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

モ
ア
―
―
フ
ー
リ
エ
―
―
プ
ル
ー
ド
ン 

 
 

ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
―
モ
ア
の
時
代
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
変
化
―
―
同
様
の
変
化
か
ら
生
ず

る
不
幸
を
緩
和
す
る
た
め
の
一
般
的
課
題
―
―
フ
ー
リ
エ
の
体
系
―
―
フ
ー
リ
エ
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
経
験
―
―
ア

ナ
ロ
ジ
ー
の
濫
用
は
フ
ー
リ
エ
の
論
証
に
お
け
る
主
要
な
悪
習
で
あ
る
―
―
彼
の
宇
宙
論
―
―
そ
れ
は
い
か
に
し
て
社

会
体
系
と
接
合
さ
れ
る
か
―
―
こ
の
体
系
の
主
要
な
特
徴
―
―
経
験
的
現
実
と
夢
想
と
の
混
淆
―
―
資
本
家
、
企
業
家
、

労
働
者
の
あ
い
だ
で
の
生
産
物
の
分
配
―
―
プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
―
―
き
わ
め
て
多
数
の
論
者
に
見
ら
れ
る
一
誤
謬
に

彼
は
立
脚
し
て
い
る
―
―
貨
幣
と
そ
の
機
能
―
―
信
用
貨
幣
の
兌
換
性
と
信
用
貨
幣
の
保
証
と
を
混
同
す
る
顕
著
な
詭

弁
―
―
プ
ル
ー
ド
ン
は
い
か
に
し
て
無
償
の
信
用
貸
し
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
か
―
―
そ
の
論
証
が
含
ん
で

い
る
詭
弁
の
研
究
―
―
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
（ 

E
rnest 

Solvay 

）
氏
の
社
会
的

・

・

・

会
計

・

・

主
義

・

・

（ com
ptabilism

e 

）
の
体
系 

  

我
々
は
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
科
学
的
体
系
の
一
つ
に
数
え
る
。
こ
の
著
者
は
形
而
上

学
的
概
念
よ
り
も
事
実
の
検
討
を
む
し
ろ
考
え
る
際
の
指
針
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
究
極
の
と
こ
ろ

彼
の
体
系
は
か
な
り
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
悪
の
原
因
と
さ
れ
る
習
慣
と
は
逆
の
こ
と
を
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
金
と
銀
に
つ
い
て
明
瞭
に
見
ら
れ
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
を
尊
重
す
る
が
、「
ユ

ー
ト
ピ
ア
」
の
住
民
は
そ
れ
ら
を
軽
蔑
す
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
を

も
高
貴
な
使
用
の
た
め
に
取
っ
て
お

く
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
住
民
は
そ
れ
ら
を

も
卑
し
い
使
用
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
。
「
か
れ
ら
は
土
製
あ

る
い
は
ガ
ラ
ス
の
器
で
飲
み
物
を
飲
み
、
尿
瓶
を
金
あ
る
い
は
銀
で
つ
く
る
。
」
モ
ア
の
時
代
に
は
貴
族
は

金
の
装
身
具
を
身
に
付
け
、
囚
人
は
鉄
の
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
た
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
金
の
鎖
を
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
は
囚
人
と
奴
隷
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
対
照
は
宝
石
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
宝
石
は
ユ
ー

ト
ピ
ア
で
は
子
供
の
お
も
ち
ゃ
に
す
ぎ
な
い
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
は
狩
猟
の
権
利
を
か
れ
ら
の

も
貴
重
な
特
権
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
た
が
、
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
人
々
は
狩
猟
を
肉
屋
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
技
術
と
し
て
軽
蔑
し
、
そ
れ
を
奴
隷
に
ま
か
せ
る
。

宗
教
心
の
厚
い
人
々
は
身
体
の
美
し
さ
に
は
気
を
か
け
ず
、
断
食
と
耐
乏
生
活
に
よ
っ
て
苦
行
し
て
い
た
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
人
々
は
、
美
し
さ
を
軽
視
し
、
力
を
減
殺
し
、
活
動
の
場
に
怠
惰
を
も
ち
込
み
、
断
食
に

よ
っ
て
身
体
を
衰
弱
さ
せ
、
健
康
を
危
険
に
さ
ら
し
、
自
然
が
我
々
に
与
え
た
喜
び
を
拒
否
す
る
こ
と
は

愚
か
な
こ
と
と
考
え
る
。
羞
恥
心
は
婚
約
者
ど
う
し
が
裸
の
状
態
で
見
合
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る

が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
貞
淑
な
既
婚
婦
人
が
婚
約
し
て
い
る
女
子
を
裸
で
男
子
に
見
さ
せ
、
謹
厳
で
尊
敬

す
べ
き
既
婚
男
性
が
婚
約
し
て
い
る
男
子
を
同
じ
く
裸
の
状
態
で
女
子
に
見
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
対
照
性

を
見
た
後
で
は
、
個
人
財
産
は
モ
ア
の
生
き
て
い
た
巷
間
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

で
確
立
さ
れ
る
の
が
逆
に
財
産
の
共
有
で
あ
る
こ
と
は
少
し
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
モ
ア
が
婦
人

の
共
有
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
は
恐
ら
く
彼
の
時
代
に
は
上
流
階
級
に
お
け
る
一

夫
一
婦
制
は
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
は
風
紀
の
弛
緩
が
著
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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現
存
の
も
の
に
対
立
す
る
風
習
と
は
そ
れ
ゆ
え
性
的
関
係
に
お
け
る
よ
り
大
き
な
便
宜
で
は
な
く
、
逆
に

厳
格
な
一
夫
一
婦
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
政
府
が
自
由
主
義
的
、
選
挙
的
、
そ
し
て
民
衆
的
で
あ
る
の
も
恐

ら
く
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
専
制
政
治
と
の
対
照
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
モ
ア
は
非
常
に
凶
暴
な
宗
教
的
迫
害

の
時
代
に
生
き
て
い
た
。
彼
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
人
々
に

大
の
宗
教
的
寛
容
を
与
え
る
。
彼
は
、
彼
が
改

宗
さ
せ
た
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
住
民
が
、
彼
が
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
宗

教
を
激
し
く
攻
撃
し
は
じ
め
た
こ
と
を
語
る
。
こ
の
人
物
は
―
―
と
彼
は
言
う
―
―
投
獄
さ
れ
た
。
そ
の

理
由
は
彼
が
国
の
宗
教
を
攻
撃
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
各
人
は
自
分
の
好
き
な
宗
教
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
昔
の
法
律
を
破
っ
て
民
衆
を
煽
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
モ
ア
が
ロ
ー
マ
教
会

に
対
す
る
忠
誠
の
犠
牲
と
な
っ
て
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

も
理
性
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
住
民
た
ち
が
一
種
の
有
神
論
を
奉
じ
て
い
た
と
彼
が
確
認
す
る
の
を
見
て
我
々
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

実
際
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
住
民
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
際
に
、
有
神
論
は
キ
リ
ス
ト

教
の
真
理
に
か
な
り
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
か
れ
ら
が
認
め
た
と
付
言
し
て
い
る
。 

 

モ
ア
が
、
ま
た
改
革
家
た
ち
の
大
部
分
が
多
少
と
も
承
知
の
上
で
行
な
っ
て
い
る
推
論
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。A

がB

を
生
み
出
す
、B

は
有
害
で
あ
る
、C

はA

の
逆
で
あ
る
、
し
た
が

っ
てA

をC

に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
はB

を
消
滅
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
す
れ
ば
社
会

を
苦
し
め
る
悪
は
止
む
で
あ
ろ
う
、
と
。 

 

我
々
が
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
の
種
の
推
論
の
基
礎
は
き
わ
め
て
跪
弱
で
あ
る
。A

とB

と
の
因
果
関
係
は
全
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
全
く
証
明
さ
れ
な
い
。A

とB

と
の
共
在
―
―
こ
れ
は
因

果
関
係
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
―
―
が
確
認
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
せ
い
ぜ
い
因
果
関
係
に
つ

い
て
の
曖
昧
な
考
察
が
付
加
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
大
な
こ
と
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
社

会
現
象
の
複
雑
さ
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
い
。
た
と
え
か
れ
ら
が
厳
密
にA

はB

の
原
因
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
得
た
と
し
て
も
、
推
論
は
い
ま
だ
う
な
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際A

は
た
だ
一

つ
の
結
果B

を
も
つ
だ
け
で
は
な
い
。A

は
結
果B

’

、B
”

等
を
も
つ
。
ま
たC

の
結
果
の
う
ち
で
、B
の

欠
如
に
の
み
注
目
し
て
は
な
ら
な
い
。C

の
直
接
の
結
果
す
な
わ
ちE

、E’

等
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
えC

に
よ
るA

の
置
換
が
社
会
に
及
ぼ
す
効
果
全
体
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、B

が
存

在
す
る
と
き
の
社
会
状
態
とB

が
消
滅
し
た
と
き
の
社
会
状
態
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
は
な
ら

ず
、
グ
ル
ー
プB

、B
’

、B
”

等
全
体
と
グ
ル
ー
プE

、E
’

等
と
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
初
歩
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
想
起
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
改
革
者
た
ち
が
い
と
も
簡
単
に
忘
れ
て
し
ま
う
の
は
尋
常
な
ら
ぬ

こ
と
で
あ
る
。 

 

モ
ア
の
観
察
の
多
く
は
き
わ
め
て
良
識
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
盗
人
の
数
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の

は
刑
の
厳
し
さ
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
人
々
を
盗
み
へ
と
向
か
わ
せ
る
原
因
に
働
き
か
け
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
と
彼
は
言
う
。
戦
争
で
ど
れ
か
手
足
を
失
っ
た
兵
士
は
も
は
や
働
く
こ
と
は
で
き
ず
、
餓
死

し
な
い
た
め
に
は
盗
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
外
な
数
の
貴
族
が
無
為
の
う
ち
に
生
活
し
国
の
富
を
消
費
し

て
い
る
。
か
れ
ら
は
多
く
の
召
使
い
を
か
か
え
て
お
り
、
召
使
い
た
ち
は
そ
の
主
人
が
死
ん
だ
と
き
に
は
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し
ば
し
ば
そ
の
勤
め
口
を
失
な
い
、
い
か
な
る
仕
事
も
身
に
つ
け
て
い
な
い
場
合
に
は
同
じ
く
盗
人
の
数

を
増
や
す
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
モ
ア
は
本
職
の
軍
人
に
対
し
て
は
厳
し
い
。
暗
殺
者
は
よ
き
軍

人
で
あ
り
、
軍
人
は
よ
き
暗
殺
者
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。
彼
は
盗
品
を
横
領
す
る
と
い
う
税
務
担
当
者
の

習
慣
を
正
当
に
非
難
す
る
。
彼
が
訪
問
し
た
と
想
定
す
る
あ
る
国
に
お
い
て
は
盗
人
は
そ
の
盗
ん
だ
物
を

も
と
の
持
主
に
返
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
別
の
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
王
の
も
の
と
す

べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
国
の
国
民
は
、
国
王
は
盗
人
と
同
じ
く
盗
品
に
対
す
る
権
利
を
も
た
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

モ
ア
の
作
品
に
お
い
て
は
、
彼
の
時
代
に
起
き
て
い
た
現
象
の
記
述
お
よ
び
批
判
と
、
社
会
の
新
し
い

状
態
の
創
案
の
部
分
と
を
注
意
深
く
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
者
が
き
わ
め
て
優
れ
て
お
り
、

は
る
か
に
後
者
に
優
る
。 

 

モ
ア
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
農
業

革
命
が
起
き
て
い
た
時
代
に
も
の
を
書
い
て
い
た
。
入
り
組
ん
だ
小
区
画
地
の
共
同
耕
作
は
、
囲
い
込
み

地
に
お
け
る
よ
り
改
良
さ
れ
た
生
産
性
の
高
い
耕
作
に
道
を
譲
っ
て
消
滅
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
近
代

的
状
態
へ
の
移
行
は
お
よ
そ
四
世
紀
を
費
や
し
た
。
し
か
し
移
行
は
こ
の
長
い
期
間
を
通
じ
て
等
し
い
速

度
で
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
す
べ
て
の
地
方
に
一
様
に
作
用
し
た
の
で
も
決

し
て
な
か
っ
た
。
二
つ
の
急
速
な
変
化
の
時
期
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
四
七
〇
年
か
ら
一
五
三
〇
年
（
１
）

の

時
期
と
次
い
で
一
七
六
〇
年
か
ら
一
八
三
〇
年
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
変
化
は
き
わ
め
て
急
速
で
あ
り
、

革
命
と
呼
ん
で
全
く
さ
し
つ
か
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
」 

 

（
１
） 

W
.J.A

shley, H
ist. et doct. écon. de l’A

nglet., trad. Franç ., II. P.336. 

  

我
々
は
す
べ
て
、
近
く
で
見
る
出
来
事
の
重
要
性
を
大
き
く
見
、
誇
張
し
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ

る
危
機
に
お
い
て
そ
の
同
時
代
人
は
偶
然
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
永
久
的
な
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
見
ら
れ

る
。
一
四
七
〇
年
に
始
っ
た
危
機
に
つ
い
て
モ
ア
の
観
察
し
た
こ
と
（
１
）

は
一
七
六
〇
年
か
ら
一
八
三
〇
年

の
き
き
に
つ
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
始
め
に
起
り
近
代
工
業
社
会
の
出
現

を
画
し
た
、
大
き
な
産
業
的
危
機
に
よ
っ
て
呼
び
起
さ
れ
た
観
察
と
あ
ま
り
違
っ
て
い
な
い
。 

 

（
１
） 

一
五
一
六
年
に
書
か
れ
た
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
中
で
モ
ア
は
、
貧
乏
な
人
間
は
盗
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明

し
て
い
る
。「
か
つ
て
は
と
て
も
穏
や
か
で
控
え
目
だ
っ
た
牝
羊
が
―
―
と
彼
は
言
う
―
―
い
ま
や
非
常
に
凶
暴

か
つ
貧
欲
に
な
り
、
人
間
、
畑
、
建
物
、
町
を
貪
り
食
う
。
」
上
質
で
高
価
な
羊
毛
が
取
れ
る
と
こ
ろ
で
は
土
地

所
有
者
は
そ
の
土
地
を
牝
羊
の
た
め
の
牧
場
に
変
え
る
。
人
間
は
土
地
か
ら
追
い
立
て
ら
れ
、
か
れ
ら
は
乞
食

と
盗
人
に
な
る
、
と
モ
ア
は
説
明
し
て
い
る
。 

  

こ
の
変
化
に
関
連
し
て
一
つ
の
重
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
変
化
は

終
的
に
は
集
団
的
な
も
の
の

利
益
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
変
化
の
犠
牲
者
を
補
償
す
る
た
め
に
そ
の
集
団
の
資
産
か
ら
一
定
額

を
取
り
立
て
る
の
が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
目
的
は
簡
単
に
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
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め
の
手
段
を
見
つ
け
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
つ
の
悪
を
治
す
た

め
に
別
の
よ
り
大
き
な
悪
を
生
み
出
す
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

ま
さ
に
い
ま
我
々
が
述
べ
た
目
的
を
目
指
し
て
い
た
、
貧
者
の
た
め
の
法
律
は
い
く
つ
か
の
時
代
に
は
善

よ
り
も
多
く
の
悪
を
生
み
出
し
た
。 

 

問
題
の
主
要
な
困
難
の
一
つ
は
、
変
化
に
対
し
て
障
害
を
設
け
る
こ
と
な
し
に
変
化
の
悪
を
軽
減
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
生
産
様
式A

が
、
よ
り
生
産
的
か
あ
る
い
は
何
ら
か
の
意
味
で
社

会
に
と
っ
て
よ
り
有
益
な
別
の
生
産
様
式B

に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
想
定
し
よ
う
。
こ
の
変
化
か
ら
結
果

す
る
の
はA

で
傭
わ
れ
て
い
る
人
々
の
苦
し
み
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
苦
し
み
を
軽
減
す
る
た
め
に
政
府
が

大
抵
の
場
合
採
用
す
る
の
はB

と
の
競
争
に
対
し
てA

を
擁
護
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。
例
え
ばA

の

た
め
の
保
護
法
が
制
定
さ
れ
、A

に
よ
る
生
産
を
奨
励
す
る
た
め
に
補
助
金
が
支
払
わ
れ
る
、
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
全
て
窮
極
的
に
は
危
機
を
さ
ら
に
重
大
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
人
々
は

後
に
は
漸
進
的
な

変
化
の
代
り
に
、
変
化
が
急
激
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
Ａ
と
Ｂ
と
の
差
が
時
間
と
と
も
に
大
き
く
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
苦
痛
の
多
い
変
化
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
お
い
て
は
、
穀
物
の
粗
放
農
業
は
集
約
農
業
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
保
護
法
そ
の
他
の
方
策
に
よ
っ
て
粗
放
農
業
の
存
続
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
は
現
在
イ
タ
リ
ア
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
軽
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
悪
を
さ
ら

に
悪
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
未
来
に
お
け
る
新
た
な
悪
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
問
題
は
社
会
主
義
国
家
の
場
合
に
も
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
は
や
経
済
的
進
歩
は
試
み
な
い
と
諦
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
種
の
資
本
を
壊
滅
さ
せ
、

人
々
の
習
慣
に
影
響
し
、
労
働
者
階
級
の
あ
る
部
分
に
苦
し
み
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
変
革
を

遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
変
化
・
変
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
悪
は
か
つ
て
は
現
在
に
お
け
る
よ
り
も
重
大
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
工
業
に
つ
い
て
ポ
ー
ル
・
ル
ロ
ワ
・
ボ
リ
ュ
ー
氏
は
変
化
が
現
在
で
は
比
較
的
ゆ

っ
く
り
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。「
い
わ
ば
機
械
が
機
械
ど
う
し
で
闘
争
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
衝
撃

は
、
機
械
が
人
間
の
手
と
闘
争
し
て
い
た
五
〇
年
前
あ
る
い
は
八
〇
年
前
よ
り
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

（
１
）
」
こ
こ
に
は
た
し
か
に
多
く
の
真
実
が
あ
る
。
し
か
し
次
の
こ
と
を
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
富
が
著
し
く
増
大
し
た
結
果
、
部
分
的
危
機
の
そ
れ
ぞ
れ
は
生
産
総
量
に
対
し
て
あ
ま
り
重
み
を

も
た
な
く
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
産
業
で
仕
事
を
失
っ
た
労
働
者
も
別
の
産
業
で
比
較
的
容

易
に
仕
事
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
か
れ
ら
の
可
動

性
も
よ
り
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
多
様
化
す
る
生
産
が
し
ば
し
ば
一
分
野
に
よ
る
他
分
野
の
埋

合
わ
せ
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
と
い
っ
た

も
文

明
化
し
た
国
々
に
お
い
て
は
か
つ
て
の
大
飢
饉
は
も
は
や
歴
史
上
の
思
い
出
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

（
１
）Traité théor. et prat. d’écon. polit., I, p.426. 

「
世
紀
の
初
め
頃
に
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
機
械
は
全
く

武
装
解
除
さ
れ
た
人
間
、
紡
錘
竿
の
と
こ
ろ
に
い
る
製
糸
工
の
手
、
あ
る
い
は
自
宅
で
仕
事
を
す
る
織
物
工
と
闘
い
、
こ

の
ひ
弱
な
敵
に
簡
単
に
勝
利
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
闘
争
は
通
常
新
規
の
機
械
と
既
に
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
旧
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い
機
械
と
の
あ
い
だ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
疑
い
も
な
く
完
成
度
が
低
い
の
で
あ
る
か
ら
前
者
が
勝
利
し
て
然
る

べ
き
で
あ
る
が
、
後
者
は
手
紡
ぎ
紡
錘
あ
る
い
は
製
糸
工
の
糸
車
を
ミ
ュ
ー
ル
紡
績
機
に
比
較
し
た
場
合
ほ
ど
は
、
前
者

と
比
較
し
て
一
般
に
劣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
」 

  

フ
ー
リ
エ
の
体
系
が
含
ん
で
い
る
尋
常
な
ら
ぬ
空
想
、
千
一
夜
物
語
に
も
匹
敵
す
る
空
想
を
前
に
し
て

は
、
人
は
そ
れ
を
科
学
的
体
系
の
中
に
入
れ
る
の
を
躊
躇
す
る
。
し
か
し
フ
ー
リ
エ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ

て
い
る
組
織
は
事
実
か
ら
の
論
理
的
推
論
に
よ
る
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
フ

ー
リ
エ
は
経
験
の
基
準
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
を
援
用
し
、
そ
し
て
自
ら
の
体
系
は
こ
の
試

練
に
打
ち
勝
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）
。
事
実
が
ま
ち
が
っ
て
観
察
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ

り
得
る
。
推
論
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
諸
事
実
の
あ
い
だ

に
関
係
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ー
リ
エ
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の

よ
う
に
勿
体
ぶ
る
こ
と
は
し
な
い
。
両
者
の
あ
い
だ
の
対
照
は
完
璧
で
あ
る
。
フ
ー
リ
エ
は
全
て
を
許
そ

う
と
欲
す
る
。
コ
ン
ト
は
全
て
を
規
制
し
よ
う
と
欲
す
る
。
前
者
は
結
局
の
と
こ
ろ
ま
ず
何
よ
り
も
同
胞

の
幸
福
を
願
う
陽
気
な
話
し
好
き
の
人
間
と
し
て
我
々
の
ま
え
に
現
れ
る
。
後
者
は
不
機
嫌
な
気
む
ず
か

し
い
人
間
と
し
て
我
々
の
ま
え
に
現
れ
、
人
間
が
生
活
の
中
で
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

喜
び
を
厳
し
く
追
い
ま
わ
し
、
高
度
数
学
の
研
究
が
も
た
ら
し
う
る
純
粋
に
知
的
な
喜
び
さ
え
気
に
入
ら

な
い
。
陰
う
つ
な
衒
学
者
と
し
て
、
人
々
の
生
活
を
よ
り
「
体
系
的
」
に
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
か
れ

ら
を
自
分
の
形
而
上
学
的
夢
想
の
何
か
一
つ
に
従
わ
せ
る
た
め
に
、
彼
が
人
々
に
押
し
つ
け
な
か
っ
た
苦

し
み
は
な
い
。
フ
ー
リ
エ
の
精
神
は
全
く
対
極
を
向
い
て
お
り
、
人
々
の
楽
し
み
喜
び
を
増
や
し
洗
練
す

る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
地
上
に
黄
金
時
代
を
再
来
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。 

 

（
１
） Théor. des quat. m

ouv. P.35. 

彼
フ
ー
リ
エ
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
援
助
者
た
る
国
王
を
見
出
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
自
分
は
な
ぜ
そ
う
し
た
国
王
を
見
出
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
し
て
い
る
。
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
と
イ
サ
ベ
ル

は
「
新
世
界
を
発
見
し
そ
こ
で
の
支
配
権
を
獲
得
す
る
機
会
を
熱
望
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
き
な
船
を
危
険
に
曝
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
大
し
た
も
の
を
危
険
に
曝
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
の
君
主
も
同
じ
こ
と
を
、
す
な

わ
ち
一
里
四
方
の
上
に
農
業
連
合
の
体
系
を
敢
行
し
て
み
よ
う
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
類
を
社
会
的
カ
オ
ス
か
ら

引
き
出
し
、
普
遍
的
統
一
の
王
座
に
登
り
、
世
界
の
王
笏
を
我
々
の
子
孫
に
永
久
に
伝
え
る
機
会
を
熱
望
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
危
険
も
な
い
。
」 

フ
ー
リ
エ
は
一
四
六
頁
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
私
は
人
類
を
結
合
さ
れ
た
秩
序
に
遅
滞
な
く
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
容
易

で
あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
た
い
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
り
、
も
し
あ
る
国
王
が
、
大
陸
が
平
和
で
あ
る
た
め
に

無
為
の
状
態
に
あ
る
軍
隊
の
一
つ
を
計
画
の
一
地
域
の
た
め
に
用
い
る
決
心
を
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
一
八
〇
八
年
か
ら

地
球
の
組
織
化

・

・

・

が
始
ま
る
の
を
我
々
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。・
・
・
こ
の
企
て
は
加
速
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て

容
易
で
あ
り
、
一
八
〇
八
年
の
春
の
終
り
に
は

初
の
フ
ァ
ラ
ン
ス
テ
ー
ル
（Phalange de séries progressives

）
が

活
動
を
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
。
野
蛮
未
開
の
文
明
的
カ
オ
ス
は
す
ぐ
さ
ま
地
上
か
ら
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
」 

  

フ
ー
リ
エ
の
推
論
の
主
た
る
欠
陥
は
信
じ
難
い
ほ
ど
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
濫
用
で
あ
る
（
１
）
。
彼
は
事
物
の
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あ
い
だ
に
取
る
に
足
り
ぬ
、
子
供
じ
み
た
、
馬
鹿
々
々
し
く
さ
え
あ
る
類
似
を
看
て
取
り
、
こ
の
跪
弱
な

基
礎
の
上
に
壮
大
な
建
造
物
を
打
ち
樹
て
る
。
彼
は
一
般
に
、
現
実
的
で
さ
え
あ
る
一
つ
の
前
提
か
ら
、

論
理
的
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
を
は
る
か
に
越
え
た
結
論
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。 

 

（
１
） Théor. des quat. m

ouv., p.18. 

彼
は
ま
ず
「
情
熱
の
引
力
の
理
論
」
を
発
見
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
と
説

明
し
て
い
る
。
そ
し
て
つ
け
加
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
私
は
直
ち
に
次
の
こ
と
を
認
識
し
た
。
す
な
わ
ち
情
熱
の
引

力
の
法
則
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
物
質
的
引
力
の
法
則
と
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い

て
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
物
質

・

・

世
界

・

・

お
よ
び

・

・

・

精
神

・

・

世
界

・

・

の・

運
動

・

・

体
系

・

・

の・

統
一

・

・

が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
一
般
法
則
か
ら
特
殊
法
則
に
ま
で
拡
大
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。・
・
・
こ
れ

は
私
が
必
要
な
研
究
の
後
に
確
信
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
新
し
い
確
定
的
な
一
科
学
が
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
的

・

・

・

、
有
機
的

・

・

・

、
動
物
的

・

・

・

、
社
会

・

・

的
四

・

・

運
動

・

・

の・

ア
ナ
ロ
ジ
ー

・

・

・

・

・

、
で
あ
る
。 

 Le nouv. 

ｍonde ind. et soc. 

の
中
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
全
体p.542-551 

を
参
照
。 

  

す
べ
て
の
偉
大
な
改
革
家
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
フ
ー
リ
エ
も
自
身
の
宇
宙
論
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
改
革
家
た
ち
は
節
度
あ
る
社
会
改
革
の
研
究
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
活
発
な
空
想
が
か

れ
ら
を
引
っ
張
り
、
か
れ
ら
に
は
宇
宙
を
支
配
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
フ
ー
リ
エ
の
宇
宙
論
は
夢
想

的
概
念
と
奇
妙
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
立
脚
し
て
お
り
、
彼
の
推
論
は
そ
こ
か
ら
純
粋
の
物
語
を
つ
く
り
出
す
。

彼
の
社
会
理
論
の
根
底
に
は
現
実
的
事
実
が
存
在
し
、
彼
の
推
論
は
、
き
わ
め
て
誇
張
さ
れ
て
は
い
る
が

現
実
の
背
景
を
有
す
る
結
論
を
引
き
出
す
（
１
）
。 

 

（
１
） 

フ
ー
リ
エ
は
、
控
え
目
に
し
て
は
い
る
が
、
他
の
空
想
家
と
同
じ
よ
う
に
あ
る
種
の
数
字
に
対
す
る
偏
好
を
も
っ

て
い
る
。 Traité de l’assoc. dom

. agri., I, p.144. 

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
疑
い
深
く
小
う
る
さ
い
読

者
は
私
が
表
の
中
で
七
と
十
二
と
い
う
数
字
に
与
え
て
い
る
偏
好
に
つ
い
て
す
で
に
抗
議
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。・
・
・
私

は
、
も
っ
ぱ
ら
あ
れ
こ
れ
の
数
字
に
対
し
て
情
熱
的
で
あ
っ
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
先
入
観
に
与
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と

用
心
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
私
は
然
る
べ
き
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
字
の
自
然
な
使

用
を
指
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
普
遍
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

友
情
に
応
じ
て
五
お
よ
び
一
〇
で
分
類
す
る 

 

愛
情
に
応
じ
て
八
お
よ
び
一
六
で
分
類
す
る 

 

野
心
に
応
じ
て
七
お
よ
び
一
四
で
分
類
す
る 

 

家
族
主
義
に
応
じ
て
四
お
よ
び
八
で
分
類
す
る
」 

 

 

一
対
の
動
物
は
別
の
い
く
つ
か
の
動
物
を
生
産

・

・

す
る

・

・

。
土
地
は
動
物
を
生
産

・

・

す
る

・

・

。
こ
れ
は
多
分
フ
ー
リ

エ
の
精
神
に
現
れ
た
こ
の
種
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
導
き
の
糸
に
従
い
、
驚
く
べ
き
奇
説
に

到
達
す
る
。
「
す
べ
て
の
創
造
は
、
男
性
た
る
北
の
流
体
と
女
性
た
る
南
の
流
体
と
の
結
合
を
通
じ
て
行
な

わ
れ
る
（
１
）
。
惑
星
は
二
つ
の
魂
と
二
つ
の
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
、
二
つ
の
産
出
的
実
体
の
結
合
に
よ
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っ
て
動
物
あ
る
い
は
植
物
と
し
て
産
出
す
る
存
在
で
あ
る
。
過
程
は
若
干
の
違
い
を
除
け
ば
自
然
全
体
を
通

じ
て
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
諸
惑
星
は
植
物
と
同
じ
よ
う
に
二
つ
の
性
を
一
個
体
に
お
い
て
集
結
さ
せ
る

か
ら
で
あ
る
。」 

 

（
１
） Théor. 

ｄes quat. m
ouv., p.57. 

フ
ー
リ
エ
に
よ
る
欄
外
へ
の
書
き
込
み
が
編
集
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。「
星
は
一
．
植
物
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
で
、
す
な
わ
ち
北
極
と
南
極
で
交
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
．
対
極
か
ら

の
注
入
に
よ
っ
て
他
の
星
と
交
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
．
中
間
物
と
交
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
月
下
香

は
三
つ
の
香
り
、
地
球
の
南
―
―H

erschel

の
北
―
―
太
陽
の
南
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。 

  

い
っ
た
ん
こ
の
道
に
入
る
と
フ
ー
リ
エ
は
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
で
駆
け
ま
わ
り
、
想
像
力
の

大
の
逸
脱
に
身

を
委
ね
る
。
我
々
は
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
と
チ
ベ
ッ
ト
の
山
羊
そ
の
他
」
を
創
造
し
た
こ
と

を
学
ぶ
（
１
）
。
果
物
の
創
造
を
示
す
一
覧
表
が
与
え
ら
れ
る
。
学
問
的
分
析
が
「
地
球
は
そ
れ
自
身
と
の
接

合
に
よ
っ
て
赤
い
果
物
の
基
礎
た
る
桜
桃

・

・

を
生
み
出
し
た
」
と
付
言
す
る
（
五
二
一
頁
）
。
「
地
球
は
そ
の

主
要
に
し
て
第
五
番
目
の
衛
星
た
る
水
星
と
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ち
ご
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
第

四
の
衛
星
た
る
女
神
ア
テ
ナ
と
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
黒
す
ぐ
り

・

・

・

・

、
等
を
生
み
出
し
た
」（
五
二
一
頁
）
。

こ
の
よ
う
な
珍
論
迷
説
は
無
益
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
野
心
的
な
人
間
は
土
星
と
そ
の
七
つ
の
衛
星
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
産
物
に
関
心
を
示
す
だ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
子
供
は
地
球
と
そ
の
五
つ
の

衛
星
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
産
物
す
な
わ
ち
犬
、
羊
、
さ
く
ら
ん
ぼ
う
、
黒
す
ぐ
り
に
関
心
を
示
す
だ
ろ

う
」
か
ら
で
あ
る
（
五
二
〇
頁
）
。 

 

（
１
） 

Traité de l’assoc. dom
. agric., I, p.520. 

  

人
間
は
地
球
の
表
面
を
耕
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
外
観
を
変
容
さ
せ
、
（
多
分
）
い
く
つ
か
の
地
域
の
気

候
を
変
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
実
の
単
純
な
事
実
は
恐
ら
く
、
し
ば
し
ば
一
貫
し
な
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に

よ
っ
て
極
端
に
錯
綜
し
た
理
論
が
打
ち
た
て
ら
れ
る
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

「
二
〇
億
人
の
人
間
が
六
五
度
ま
で
地
球
を
開
発
し
た
と
き
に
は
我
々
は
北
方
の
王
国
が
生
ま
れ
る
の

を
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
北
極
の
凍
り
つ
い
た
地
域
に
熱
と
光
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
そ
の
と
き

に
は
二
つ
の
大
陸
が
耕
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も
は
や
調
和
的
創
造
に
対
す
る
障
害
は
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
（
１
）
。・
・
・
」
い
ま
や
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
夢
の
中
で
の
よ
う
に
一
貫
し
な
い
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

よ
く
耕
さ
れ
完
成
さ
れ
た
社
会
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
る
地
球
は
現
在
の
地
球
と
は
何
か
違
っ
た
も
の
を
表

わ
す
。
こ
の
新
し
い
事
態
は
太
陽
系
全
体
に
反
作
用
す
る
。
星
々
は
物
質
的

・

・

・

に・

引
き
合
う
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
香
り

・

・

に
よ
っ
て
も
作
用
し
あ
う
よ
う
に
な
る
（
２
）
。
こ
こ
で
フ
ー
リ
エ
の
宇
宙
論
は
社
会
体
系
に
連
結
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さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
社
会
体
系
に
つ
い
て
は
我
々
は
す
で
に
直
接
に
途
方
も
な
い
約
束
を
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
し
か
し
宇
宙
に
対
す
る
社
会
体
系
の
影
響
に
よ
っ
て
、
そ
の
恩
恵
は
無
限
に
拡
大
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
人
間
が
合
図
す
る
気
に
な
る
や
否
や
、
近
く
一
定
の
時
期
に
始
ま
る
こ
と
の
で
き

る
新
し
い
創
造
と
い
う
告
知
は
疑
い
も
な
く

も
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
・
・
・
太
陽
は
発
光
機
能
と
し

て
は
い
か
に
強
力
で
あ
っ
て
も
、
我
が
地
球
か
ら
の
注
入
が
な
い
場
合
に
は
芳
香
機
能
に
つ
い
て
は
妨
げ

ら
れ
る
。
ま
た
地
球
の
ほ
う
も
、
そ
れ
が
「
調
和
」
に
お
い
て
組
織
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
質
の
悪
い
香

り
し
か
供
給
で
き
な
い
。
太
陽
は
土
星
、
木
星
、H

ershel

か
ら
の
注
入
だ
け
し
か
受
け
ら
れ
ず
、
悪
臭
を

放
つ
地
球
か
ら
の
注
入
は
拒
否
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
四
輪
の
う
ち
の
一
つ
を
失
っ
た
四
輪
車
の

状
態
に
陥
る
（
３
）
。
」
し
か
し
フ
ー
リ
エ
の
社
会
体
系
（
「
調
和
」
）
が
地
球
を
支
配
す
る
と
き
に
は
こ
の
状
態

は
す
べ
て
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
「
我
々
の

も
貴
重
な
衛
星
で
あ
る
水
星
（
４
）

が
我
々
に

読
む

・

・

こ
と

・

・

を
教
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
太
陽
お
よ
び
調
和
さ
せ
ら
れ
た
諸
惑
星
に
お
い
て
語

ら
れ
る
、
単
一

・

・

の・

調
和
的

・

・

・

言
語

・

・

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
語
尾
変
化
、
文
法
全
体
を
我
々
に
伝
え
る
で
あ
ろ

う
・
・
・
」（
五
三
四
頁
）
。
さ
ら
に
「
五
年
以
内
に
開
始
さ
れ
得
る
新
た
な
創
造
は
す
べ
て

・

・

・

の・

治
世

・

・

に・

お
い
て

・

・

・

海
上
地
上
の
豊
富
な
財
を
供
給
す
る
で
あ
ろ
う
。
鯨
や
鮫
、
河
馬
や
鰐
を
創
造
す
る
代
り
に
、
静
か
な
海

で
船
を
引
く
鯨
と
は
反
対
の
性
質
の
動
物
、
魚
を
追
う
の
に
役
立
つ
、
鮫
と
は
反
対
の
性
質
の
動
物
と
い

っ
た
価
値
あ
る
奉
仕
者
を
創
造
す
る
こ
と
は
高
く
つ
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
傑
出
し
た
産
物
は
、

従
来
と
は
逆
に
造
ら
れ
た
香
り
の
中
で
の
創
造
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
創
造
は
、
海

か
ら
瀝
青
を
一
掃
す
る
、
芳
香
を
発
す
る
球
状
の
湯
舟
か
ら
ま
ず
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
五
二
九
頁
）
。 

（
１
） Théor. des quat. m

ouv., p.61. 

（
２
） Théor. des quat. m

ouv., p.45. 

付
記
さ
れ
た
類
例
に
は
四
つ
で
は
な
く
五
つ
の
運
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

五
番
目
の
運
動
は
「
香
り

・

・

の・

運
動
、
あ
る
い
は
既
知
な
い
し
未
知
の
香
り
の
配
分
体
系
で
あ
り
、
人
間
お
よ
び
動
物
を

導
き
、
空
気
と
疫
病
の
種
を
形
成
し
、
星
々
の
官
能
的
関
係
を
規
制
し
、
創
造
さ
れ
る
種
の
属
を
供
給
す
る
。
」 

 
 
 

Traité de l’assoc. dom
. agric., I, p.539. 

「
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
そ
の
研
究
に
お
い
て
物
質
的
部
分
だ
け
を
対

象
と
し
て
い
た
の
で
仕
事
の
半
分
し
か
成
就
し
て
お
ら
ず
、
星
か
ら
の
光
の
結
果
お
よ
び
配
分
の
原
動
力
た
る
、
香
り

の
均
衡
に
つ
い
て
の
研
究
を
全
く
無
視
し
て
い
た
。
」 

（
３
） Traité de l’assoc. dom

. agric., I, p.531. 

（
４
） 

フ
ー
リ
エ
に
よ
れ
ば
現
在
の
と
こ
ろ
地
球
は
衛
星
と
し
て
月
、Phoebé 

し
か
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
主
要
な
星
々
は
、
完
成
さ
れ
た
『
調
和
』
に
到
達
す
る
ま
で
は
た
だ
一
つ
の
衛
星
し

か
も
つ
こ
と
が
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
他
の
月
た
ち
は
、
ユ
ノ
ー
、
ケ
レ
ス
、
パ
ラ
ス
、
ポ
エ
ビ
ー

ヌ
（Poebine

）
、
水
星
と
し
て
単
一
の
軌
道
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ら
は
我
々
の
地
球
が
そ
れ
ら
を
唯
一
引
き
つ
け
る
に

足
る
よ
き
資
質
の
香
り
を
備
え
な
い
限
り
は
結
集
し
て
は
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（loc. cit., p.532-533.

）。 

 

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
人
間
の
情
熱
を
利
用
す
る
技
術
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ
る
。
上
手
に
導
か
れ
れ

160



 

ば
有
益
で
あ
り
得
る
の
に
い
ま
の
と
こ
ろ
は
有
害
な
情
熱
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
。
人
々
の
あ
い
だ
の
さ

ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
は
そ
の
果
実
の
す
べ
て
を
得
る
こ
と
か
ら
は
程
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
我
々
は
こ
れ

ら
の
結
び
つ
き
か
ら
未
来
に
お
け
る
幸
福
の
甚
大
な
増
加
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
観
察

は
き
わ
め
て
単
純
で
も
あ
り
、
ま
た
全
く
の
と
こ
ろ
真
実
で
も
あ
る
。
こ
の
主
題
を
、
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
空
想
的
考
察
を
加
味
し
つ
つ
、
冗
長
か
つ
詳
細
に
展
開
す
れ
ば
諸
君
は
フ
ー
リ
エ
の
社
会
体
系
を

手
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

著
者
フ
ー
リ
エ
は
人
間
の
平
等
を
少
し
も
追
求
し
て
は
い
な
い
。
逆
に
人
々
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
対

照
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
競
争
心
は
、
人
々
を
活
動
に
駆
り
立
て
る
も
の
と
し
て
彼
が
当
て
に
す
る
、
き
わ

め
て
大
き
な
推
進
力
の
一
つ
で
あ
る
。
フ
ー
リ
エ
の
社
会
に
お
い
て
も
貧
者
と
富
者
は
ま
だ
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
。
多
数
の
君
主
さ
え
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
社
会
は
き
わ
め
て
豊
か
で
あ
り
そ
こ
で

の
貧
者
は
現
在
に
お
け
る
富
者
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
幸
福
を
享
受
し
、
君
主
た
ち
の
き
わ
め
て
無
害

で
あ
ろ
う
。 

情
熱
を
利
用
す
べ
く
、
フ
ー
リ
エ
は
ま
ず
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
。
彼
の
研
究
は
多
分
他
の
哲
学
者
た
ち

に
よ
る
も
の
よ
り
も
拙
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
情
熱
に
つ
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
推
論

し
そ
の
結
果
に
は
ほ
と
ん
ど
評
価
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
彼
フ
ー
リ
エ
は
「
情
熱
の
引
力
」
を
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
情
熱
の
引
力
」
は
「
一
．
五
感
の
贅
沢
と
楽
し
み
、
二
．
集
団
お

よ
び
集
団
の
系
列
、
情
愛
の
絆
、
三
．
情
熱
、
性
格
、
本
能
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
１
）
」
に
向
か
う
。 

 

（
１
） 

Le nouv. m
onde indust., p.57. 

  

第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
風
変
り
な
考
察
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
三
つ
の
情
熱
か
ら
成
る
。「
陰
謀
的
叛
徒
的

な
カ
バ
ラ
的
情
熱
。
変
化
さ
せ
対
照
さ
せ
る
パ
ピ
ヨ
ン
的
情
熱
。
人
を
興
奮
さ
せ
巻
き
込
む
混
成
の
情
熱
。
」

我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
「
文
明
に
お
い
て
は
」
こ
れ
ら
は
「
悪
徳
に
由
来
す
る
」
も
の
で

あ
る
。
「
哲
学
者
た
ち
は
・
・
・
カ
バ
ラ
的
精
神
は
悪
で
あ
り
、
人
々
は
す
べ
て
意
見
を
一
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
人
は
す
べ
て
兄
弟
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
か
れ
ら
は
同
じ
く
・
・
・
パ
ピ
ヨ
ン
的
情
熱
、
喜
び

を
変
え
る
欲
求
、
快
楽
か
ら
快
楽
へ
と
飛
び
ま
わ
る
欲
求
を
糾
弾
す
る
。
同
じ
く
、
合
わ
せ
れ
ば
喜
び
を

歓
喜
に
ま
で
高
め
る
二
つ
の
快
楽
を
同
時
に
味
わ
お
う
と
す
る
欲
求
た
る
、
混
成
の
情
熱
を
糾
弾
す
る
。

悪
徳
に
由
来
す
る
こ
れ
ら
三
つ
の
情
熱
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
偶
像
崇
拝
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
と
も
、
実
に

文
明
に
お
け
る
悪
徳
の
根
源
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
文
明
の
中
で
は
家
族
や
同
業
者
団
体
に
対
し
て
し
か
効

果
を
現
わ
さ
な
い
」
（
六
一
頁
）
。
逆
に
そ
れ
ら
は
新
し
い
社
会
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
「
魅

力
的
な
産
業
に
上
昇
す
る
た
め
に
満
た
す
べ
き
条
件
は
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
情
熱
の
作
用
に
従

属
し
た
、
集
団
の
系
列
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
バ
ラ
的

・

・

・

・

情
熱

・

・

に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
情
熱
は
矯
め
ら

・

・

・

れ
ね
ば

・

・

・

な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
諸
集
団
の
規
模
が
小
さ
く
非
常
に
類
似
し
た
好
み
と
役
割
と
か
ら

形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
熟
慮
さ
れ
た
激
情
が
関
係
の
深
い
集
団
の
あ
い
だ
に
葛
藤
を
つ
く
り
出
す
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の
で
あ
る
。
混
成
的

・

・

・

情
熱

・

・

に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
情
熱
は
高
揚

・

・

さ
せ
ら
れ
ね

・

・

・

・

・

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と

官
能
の
魅
力
と
魂
の
魅
力
と
が
結
合
し
、
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
一
致
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、

そ
れ
ら
の
魅
力
か
ら
盲
目
の
激
情
が
生
れ
る
。
パ
ピ
ヨ
ン
的

・

・

・

・

・

情
熱

・

・

に
よ
っ
て
こ
れ
ら
情
熱
は
歯
車
の
よ
う

に
か
み
合
わ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ピ
ヨ
ン
的
情
熱
は
、
他
の
二
つ
の
情
熱
の
支
え
で
あ
り
、

そ
の
活
動
の
一
回
分
の
時
間
を
短
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
飽
き
た
り
や
や
熱
の
冷
め
た
り
す
る

前
に
定
期
的
に
新
し
い
喜
び
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
二
つ
の
情
熱
の
活
動
性
を
維
持
す
る
も

の
で
あ
る
。
私
は
パ
ピ
ヨ
ン
的
情
熱
の
重
要
性
を
―
―
こ
れ
は

も
排
斥
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が

―
―
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
を
短
く
し
変
化
に
富
ん
だ
も
の
に
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
い
」（
八
九
頁
）
。

こ
れ
は
実
際
、
労
働
が
喜
び
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
我
々
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
フ
ー
リ
エ
が
大
抵
の

場
合
に
用
い
る
原
理
で
あ
る
。
近
代
の
小
説
家
は
同
じ
目
的
を
追
求
し
て
も
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
見
出

せ
な
か
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
ま
ち
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
極
端
に
誇
張
さ
れ
て
お
り
大
仰
で
あ
る
。
鉄

道
の
重
い
列
車
に
山
羊
を
つ
な
い
で
そ
れ
を
動
か
そ
う
と
す
る
人
物
を
見
る
感
じ
が
す
る
。
目
的
と
手
段

と
の
不
釣
合
い
は
、
社
会
の
中
の
汚
く
嫌
わ
れ
る
仕
事
を
「
不
潔
と
破
廉
恥
を
好
む
（
１
）
」
子
供
た
ち
か
ら

結
成
さ
れ
る
「
小
群
団
」
に
ま
か
せ
る
と
い
う
、
フ
ー
リ
エ
が
真
面
目
に
行
な
う
提
案
の
う
ち
に
ま
さ
し

く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
子
供
た
ち
か
ら
成
る
「
小
群
団
」
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
道
路
の
維
持
補

修
、
清
潔
、
装
飾
」
に
絶
え
ず
気
を
配
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
四
六
頁
）
。
我
々
は
子
供
に
自
治

体
の
道
路
の
維
持
を
課
す
た
め
に
努
力
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
も
の
が
何
で
あ

る
か
分
か
る
で
あ
ろ
う
。 

 

フ
ー
リ
エ
は
情
熱
の
完
全
自
由
の
体
系
を
両
性
関
係
に
も
拡
大
す
る
（
１
）
。
こ
れ
は
彼
の
書
い
た
も
の
の

な
か
で

も
激
し
い
批
判
を
呼
び
起
し
た
部
分
で
あ
る
。
今
日
で
は
こ
の
部
分
は
い
た
っ
て
無
害
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
主
義
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
す
る
現
在
の

論
者
た
ち
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
不
快
感
を
与
え
た
情
景
描
写
に
我
々
を
慣
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
１
）Théor. des quat. m

ouv., p.185. 

「
婦
人
は
同
時
に
一
．
そ
の
人
物
の
二
人
の
子
供
を
持
つ
夫
、
二
．
そ
の
人

物
の
た
だ
一
人
の
子
供
の
み
を
持
つ
種
馬
的
男
性
、
三
．
自
分
と
一
緒
に
生
活
し
て
き
て
お
り
、
お
気
に
入
り
と
し
て

の
資
格
を
維
持
し
て
い
る
お
気
に
入
り
の
男
性
を
、
法
の
前
で
は
何
の
価
値
も
な
い
単
な
る
占
有
者
以
上
の
も
の
と
し

て
、
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
」 

  

フ
ー
リ
エ
の
経
済
学
知
識
は
十
分
に
広
い
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は

経
済
的
財
を
生
産
す
る
た
め
に
は
労
働
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
点
で
き
わ
め
て
大
き
な

功
績
を
立
て
て
い
る
。
彼
は
「
資
本
」
と
「
才
能
」
を
大
い
に
重
視
し
て
い
る
。
彼
は
例
と
し
て
利
益
の

一
定
の
配
分
を
提
起
し
て
い
る
。
「
農
業
は
今
日
土
地
の
購
買
価
格
の
一
〇
％
を
農
民
に
返
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
『
調
和
』
の
現
実
的
産
物
は
少
な
く
と
も
三
倍
で
あ
る
の
で
、
一
つ
の
土
地
は
『
ア
ソ
シ
オ
シ
オ
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ン
』
で
は
、
土
地
の
現
在
価
格
の
三
〇
％
の
収
入
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
二
五%

に

減
ら
そ
う
。
こ
の
二
五%

は
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
三
分
の
一
あ
る
い
は
一
二
分
の
四

を
資
本
に
、
一
二
分
の
五
を
産
業
に
、
四
分
の
一
あ
る
い
は
一
二
分
の
三
を
才
能
に
（
２
）
。
」 

 

 

（
２
） 

Traité de l’assoc. dom
. agric., I, p.457. 

  

無
利
子
信
用
と
共
済
組
織
（m

utalité

と
あ
る
がm

utualité

の
誤
植
で
あ
ろ
う
―
訳
者
）
に
関
す
る
プ
ル
ー
ド

ン
の
体
系
は
純
粋
に
科
学
的
経
済
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
体
系
は
、
ま
ち
が
っ
て
解
釈
さ
れ
た
場
合

に
は
過
去
に
お
い
て
多
く
の
論
者
を
誤
謬
に
導
き
さ
ら
に
今
後
も
多
く
の
論
者
を
誤
謬
に
導
く
で
あ
ろ
う
、

一
つ
の
事
実
に
立
脚
し
て
い
る
。 

 

金
属
貨
幣
は
経
済
現
象
に
お
い
て
二
つ
の
本
質
的
機
能
を
果
し
て
い
る
。
一
．
そ
れ
は
異
な
る
商
品
の

あ
い
だ
の
調
停
を
可
能
に
す
る
。
二
．
そ
れ
は
現
在
の
財
を
未
来
に
お
け
る
財
に
変
換
す
る
の
に
役
立
つ
（
１
）
。 

 

（
１
） 

C
ours, 

§276  et suiv. 

  

第
一
の
機
能
は

も
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
だ
け
を
考
察
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
こ
か
ら
記
号

・

・

貨
幣

・

・

の
理
論
お
よ
び
そ
の
無
数
の
後
え
い
が
生
れ
た
。 

 

単
な
る
調
停
の
た
め
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
紙
幣
で
も
金
属
紙
幣
と
同
じ
よ
う
に
働
く
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。
他
方
人
々
は
既
に
長
い
間
、
一
国
に
お
け
る
金
属
貨
幣
供
給
量
の
変
動
が
通
貨
総
量
に
及
ば
な
い

こ
と
、
一
部
が
総
量
か
ら
確
実
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
差
し
引
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
一
部
は
不
都
合
な
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
不
都
合
な
く
紙
幣
あ
る
い
は
類
似
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て

代
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
れ
は
実
際
大
多
数
の
国
々
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
節
約
さ
れ
た
金
属
貨
幣
は
一
定
量
の
経
済
的
財
に
相
当
し
、
そ
の
こ
と
に
は
無
数
の

用
途
が
あ
る
。
か
な
り
一
般
的
に
国
家
は
、
そ
れ
が
通
貨
発
行
の
特
権
を
与
え
て
い
る
銀
行
を
通
し
て
そ

の
節
約
分
を
無
利
子
で
貸
与
さ
せ
る
。
そ
の
総
額
が
無
利
子
で
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
無
利
子
で
個
々
の

主
体
に
貸
与
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
は
プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
の
な
か
で
納
得
で
き
る
点
で
あ
る
。

詭
弁
が
始
ま
る
の
は
、
一
定
額
が
無
利
子
で
貸
与
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
何
で
あ
れ
全
通
貨
が
無

利
子
で
貸
与
さ
れ
え
、
全
て
の
資
本
に
対
し
て
利
子
が
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
推
論
す
る
と
き
で
あ
る
。

我
々
は
既
に
第
七
章
に
お
い
て
い
か
に
し
て
こ
の
詭
弁
が
展
開
す
る
か
を
見
た
。 

 

次
い
で
別
の
付
随
的
な
詭
弁
が
こ
の
詭
弁
の
上
に
接
木
さ
れ
る
。
こ
れ
は
人
が
誤
っ
た
命
題
を
弁
護
し

よ
う
と
す
る
と
き
に
一
般
に
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
新
し
い
詭
弁
に
よ
っ
て
排
除
す
る
の
で

な
け
れ
ば
克
服
し
が
た
い
困
難
に
直
面
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

新
し
い
詭
弁
の
一
つ
は
、
金
属
貨
幣
に
取
っ
て
代
る
べ
き
何
ら
か
の
体
系
を
唱
え
る
論
者
に
は
ほ
と
ん

ど
の
場
合
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
用
貨
幣
の
兌
換
性

・

・

・

を
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そ
れ
の
担
保

・

・

保
証

・

・

と
混
同
す
る
こ
と
に
あ
る
。
調
停
に
お
い
て
役
割
を
果
す
た
め
に
は
貨
幣
は
担
保
保
証

さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
必
要
と
す
る
の
は
金
属
貨
幣
に
変
換
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
信
用
貨
幣
を
人
々
が
必
要
と
す
る
生
産
物
（
こ
れ
と
別
の
も
の
で
は
な
い
）
に
変
換
す
る
た
め

の
実
践
的
方
法
に
他
な
ら
ず
、
担
保
保
証
が
こ
の
変
換
可
能
性
を
保
証
す
る
た
め
に
介
在
す
る
の
は
間
接

的
な
形
に
お
い
て
に
す
ぎ
な
い
。
信
用
貨
幣
体
系
の
発
明
者
は
、
信
用
貨
幣
の
発
行
が
濫
用
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
反
対
意
見
が
か
れ
ら
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
貨
幣
を
担

保
保
証
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
方
策
を
推
奨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
反
対
意
見
を
排
除
で
き
る
と
考

え
る
。 

 

プ
ル
ー
ド
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
一%
で
割
引
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る

資
本
の
利
子
が
一%

に
下
が
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
言
う
（
１
）
。「
フ
ラ
ン
ス
銀
行

の
資
本
は
九
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
の
手
持
の
現
金
は
四
億
六
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
の

通
貨
発
行
額
は
四
億
七
千
二
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
金
化
で
き
る
、
あ
る
い
は
保
証
さ
れ

た
資
本
は
三
億
八
千
二
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
銀
行
は
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
な
る
利
子
も
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
そ
の
株

主
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
利
子
は
九
〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
資
本
に
対
し
て
四
％
で
あ
る
。
リ
ス
ク
込
み
の

経
費
は
一
～
二
％
で
あ
る
。
現
金
の
蓄
積
は
累
進
的
に
行
な
わ
れ
る
。
通
貨
発
行
総
額
は
現
金
総
額
の
三

分
の
一
以
上
で
あ
っ
て
も
危
険
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
汚
職
と
暴
利
が
な
け
れ
ば
公
定
歩
合
を
一
％

に
下
げ
、
商
業
銀
行
と
同
時
に
不
動
産
銀
行
を
組
織
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
可
能
で
あ
る
な
ら
ば

実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
主
張
す
る
。
」 

 

（
１
） 

Lettre de Proudhon à B
astiat; O

euv. com
p. de B

astiat, V, p.307. 

  

プ
ル
ー
ド
ン
の
挙
げ
る
数
字
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
控
え
て
そ
れ
ら
を
認
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か

し
そ
の
結
果
は
単
に
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
一
％
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
）
で
手
持
ち
現
金
を
三
分
の
一
だ

け
越
え
る
額
を
貸
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
プ
ル
ー
ド
ン
は
こ
の
手
持
ち 

現
金
は
累
積
的
に
増
加
し
、
し
た
が
っ
て
銀
行
は
国
が
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
金
額
を
貸
出
す
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
と
つ
け
加
え
る
。 

 

こ
の
手
持
ち
現
金
が
国
内
に
存
在
す
る
金
属
貨
幣
の
総
額
に
等
し
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ば

ら
く
認
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
銀
行
が
貸
出
す
こ
と
の
で
き
る
金
額
は
手
持
ち
現
金
プ
ラ
ス
そ
の
三
分
の

一
に
等
し
く
な
り
そ
れ
以
上
に
は
な
り
え
な
い
。
ど
う
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
銀
行
は
国
が
必
要
と
す
る

金
額
を
す
べ
て
貸
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
彼
の
「
資
本
」
お
よ
び
利

子
に
つ
い
て
の
理
論
に
由
来
す
る
。
既
に
第
七
章
で
見
た
よ
う
に
、
生
産
物
を
彼
が
「
資
本
」
と
呼
ぶ
と

こ
ろ
の
も
の
（
１
）

に
変
え
る
の
は
金
属
貨
幣
の
使
用
で
あ
り
、
「
資
本
」
が
利
率
を
も
つ
こ
と
の
原
因
は
金

属
貨
幣
の
使
用
で
あ
る
と
彼
は
信
じ
て
い
る
。
こ
の
機
能
は
国
が
保
有
す
る
金
属
貨
幣
の
総
額
―
―
ど
の

よ
う
な
総
額
で
あ
れ
―
―
に
よ
っ
て
既
に
果
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
「
資
本
」
の
利
子
を
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消
滅
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
総
額
を
無
料
の
媒
体

・

・

（m
edium

）
に
よ
っ
て
代
替
さ
せ
れ
ば
よ
い
。 

 

（
１
） 

こ
れ
は
我
々
が
第
七
章
に
お
い
て
「
資
本
Ｐ
」
と
指
示
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。 

  

プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
を
し
っ
か
り
と
理
解
す
る
た
め
に
交
換
銀
行
を
設
立
す
る
た
め
の
彼
の
計
画
の
一

つ
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
奇
妙
で
巧
妙
な
詭
弁
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
著
者
は

ま
ず
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
（
１
）
。
す
な
わ
ち
「
流
通
の
全
問
題
は
為
替
手
形
を
一
般
化
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
為
替
手
形
を
、
永
久
に
交
換
可
能
で
一
覧
払
い
で
償
還
可
能
な
匿
名
の
証
書
、
但
し
商
品
と
サ
ー
ビ

ス
に
対
し
て
の
み
そ
う
し
た
こ
と
の
可
能
な
匿
名
の
証
書
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
い
は
、
金
融
に
つ

い
て
も
っ
と
分
り
や
す
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
流
通
の
問
題
は
、
も
は
や
エ
キ
ュ
金
貨
や
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、

不
動
産
―
―
こ
れ
ら
は
つ
ね
に
暴
利
と
破
産
、
五
フ
ラ
ン
金
貨
と
ア
シ
ニ
ャ
金
貨
と
の
あ
い
だ
の
不
幸
な

振
動
を
つ
く
り
出
す
だ
け
で
あ
る
―
―
に
よ
っ
て
銀
行
手
形
を
保
証

・

・

す
る

・

・

の
で
は
な
く
、
生
産
物

・

・

・

に
よ
っ

て
そ
れ
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」 

 

（
１
） 

O
rganization du crédit et de la circulation, p.25. 

  

右
の
よ
う
な
理
論
的
説
明
の
あ
と
に
実
践
的
部
分
が
来
る
。「
以
下
は
―
―
と
プ
ル
ー
ド
ン
は
言
う
―
―

こ
の
為
替
手
形
の
一
般
化
に
つ
い
て
私
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
全
フ
ラ
ン
ス
の
一
〇
万
人
の
製
造
業

者
、
工
場
主
・
・
・
等
が
政
府
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
結
集
し
、
官
報

・

・

に
掲
載
さ
れ
た
正
式
の
一
宣
言
に

よ
っ
て
、
か
れ
ら
は
交
換
銀
行
の
命
令
を
各
自
で
ま
た
相
互
間
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の

交
換
銀
行
と
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
銀
行
の
基
本
法
と
権

限
は
次
の
原
則
に
従
っ
て
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
．
交
換
銀
行
と
な
っ
た
フ
ラ
ン

ス
銀
行
は
公
益
の
た
め
の
一
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
す
べ
て
の
産
業
の
代

表
者
た
ち
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
。
二
．
各
署
名
者
は
商
取
引
の
価
格
の
手
形
割
引
（escom

pte

）
の
た

め
に
交
換
銀
行
に
口
座
を
開
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
度
額
は
現
金
決
済
（escom

pte

）
の
条
件
に
お
い
て

各
署
名
者
に
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
額
に
等
し
い
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
可
処
分
財
産
、
運
営
し
て
い

る
事
業
、
呈
示
し
う
る
担
保
、
昔
の
制
度
の
下
で
享
受
し
え
た
で
あ
ろ
う
支
払
い
能
力
に
つ
い
て
の
現
実

的
信
用
、
と
い
う
共
通
尺
度
に
よ
っ
て
限
度
額
は
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
こ
こ
で
経
済
現
象
に
介
在
す

る
量
、
価
格
等
を
決
定
す
る
問
題
を
解
く
際
に
お
け
る
、
改
革
家
た
ち
の
例
に
よ
っ
て
の
無
能
力
を
指
摘

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
の
量
が
、
か
れ
ら
自
身
が
破
壊
し
よ
う
と
し

て
い
る
条
件
そ
の
も
の
の
支
配
の
下
で
決
定
さ
れ
る
も
の
と
、
多
少
は
あ
れ
公
然
と
想
定
す
る
。
続
け
て

プ
ル
ー
ド
ン
は
言
う
。「
三
．
通
常
の
商
業
手
形
の
割
引
は
・
・
・
信
用
手
形
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。・
・
・

四
．
公
定
歩
合
は
期
日
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
手
数
料
込
み
で
（
１
）
・
・
・
％
と
決
め
ら
れ
る
。
交
換
銀
行
と
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の
取
引
は
す
べ
て
即
金
で
決
済
さ
れ
る
。
五
．
各
署
名
者
は
誰
で
あ
れ
全
て
の
支
払
い
に
お
い
て
交
換
銀

行
の
手
形
を
額
面
で
受
け
取
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
２
）
。
」 

 

（
１
） 

プ
ル
ー
ド
ン
は
こ
こ
の
数
字
を
空
白
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
し
か
し
別
の
所
か
ら
我
々
が
知
る
限
り
で
は
、
一
％

以
下
に
し
う
る
も
の
と
彼
は
信
じ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
手
形
割
引
（escom

pte

）
は
も
っ
ぱ
ら
経
費
の
支
払

い
に
当
て
ら
れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（
２
） 

O
rganization du crédit et de la circulation, p.26. 

  

も
っ
と
先
の
と
こ
ろ
で
若
者
は
、
こ
の
体
系
は
「
暴
力
も
危
険
も
全
く
な
し
に
、
い
く
ら
で
も
少
な
い

人
数
で
」
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。 

 

実
際
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
し
ご
く
、
本
当
に
思
わ
れ
る
。
銀
行
は
何
も
失
わ
な
い
。
銀
行
は
交
換
手
形

を
手
形
と
交
換
す
る
だ
け
で
よ
い
。
手
形
交
換
者
た
ち
も
何
も
失
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
ら
は
、
交
換

銀
行
に
よ
っ
て
手
形
割
引
さ
れ
る
の
と
全
く
同
じ
手
形
を
昔
の
制
度
に
お
い
て
も
支
払
い
の
際
に
採
用
し

た
だ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
安
全
性
が
新
制
度
に
お
い
て
小
さ
く
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

し
か
し
結
論
は
奇
妙
で
あ
る
。
「
信
用
を
必
要
と
す
る
企
業
家
は
す
べ
て
、
金
に
貪
欲
な
人
間
（
１
）

に
訴

え
る
代
り
に
、
直
接
に
消
費
と
生
産
に
訴
え
る
。
か
れ
ら
は
注
文
を
獲
得
す
る
た
め
に
消
費
に
訴
え
る
。

次
い
で
か
れ
ら
は
、
注
文
に
基
づ
き
、
注
文
を
信
頼
し
て
必
要
な
資
材
、
道
具
、
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
者
を

探
し
に
行
き
、
納
入
品
を
受
け
取
り
、
普
通
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
れ
ば
交
換
銀
行
に
よ
っ
て
交
換
手
形
に

変
換
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
商
業
手
形
で
支
払
い
を
す
る
で
あ
ろ
う
・
・
・
」
（
三
四
－
三
五
頁
）
。
か
く
し
て

「
生
産
物
―
― 

一
方
は
実
現
さ
れ
て
お
り
他
方
は
多
少
と
も
先
の
未
来
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
―
―
は
、

仲
介
者
な
し
に
、
暴
利
な
し
に
、
交
換
の
簡
単
な
基
本
法
に
よ
っ
て
、
直
接
に
交
換
さ
れ
る
。
こ
れ
は
正

金
通
貨
（num

éraire

）
を
禁
じ
て
い
る
王
制
（
２
）

の
下
で
は
今
日
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。 

（
１
） 

マ
ル
ク
ス
の
エ
キ
ュ

・

・

・

人
間

・

・

、
金
銭

・

・

七
者

・

・

（
第
一
四
章
を
見
よ
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
主
義
者
の
嫌
わ
れ
者

で
あ
る
。 

（
２
） 

こ
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
著
述
は
一
八
四
八
年
三
月
三
十
一
日
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
王
制

・

・

と
い
う
言
葉
が
こ
こ
に
使

わ
れ
て
い
る
の
は
民
衆
の
情
念
に
お
も
ね
る
た
め
で
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
プ
ル
ー
ド
ン
は
次
の
点
を
強
調
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
金
属
貨
幣
の
流
通
シ
ス
テ
ム
は
君
主
制
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
彼
プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
は
共
和
制
的
で

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

  

未
来
の
財
と
現
在
の
財
と
の
こ
の
よ
う
な
等
置
の
結
果
は
、
生
産
の
た
め
に
貯
蓄
す
る
こ
と
が
無
用
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
過
去
に
収
穫
し
た
小
麦
で
し
か
種
を
播
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
人
は
近
い
将
来
に
お
け
る
小
麦
で
も
っ
て

種
を
播
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
見
事
な
一
結
果
で
あ
る
。 

 

実
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
耕
作
者
が
過
去
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
た
小
麦
を
未
来
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
る

小
麦
で
も
っ
て
購
入
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
、
あ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ

に
利
子
で
あ
り
割
引
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
利
子
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
な
れ
ば
、
何
故
に
私
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は
一
回
の
収
穫
の
中
か
ら
播
種
用
の
小
麦
を
苦
労
し
て
節
約
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
屈
託
な

く
消
費
し
、
種
用
に
は
私
が
将
来
収
穫
す
る
小
麦
で
支
払
う
と
し
て
隣
人
の
小
麦
を
買
う
で
あ
ろ
う
。
も

し
全
て
の
人
が
私
と
同
じ
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
畑
は
近
い
将
来
に
お
け
る
小
麦
で
も
っ
て
種
播
き
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
は
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
難

し
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
導
く
論
証
の
弱
点
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。 

 

利
子
は
新
し
い
形
態
の
も
と
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
収
穫
時
の
小
麦
の
価
格
と
播
種
時
の
小
麦
の
価
格

と
の
違
い
と
い
う
形
で
利
子
が
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
こ
と
で
問
題
を
解
釈
し
た
く
な
る
こ
と

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
利
子
が
零
で
あ
る
か
ら
に
は
（
そ
し
て

低

限
の
利
子
は
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
も
は
や
時
間
に
関
係
し
な
い
か
ら
に
は
）
、
私
が
ず
っ
と
先
立
っ
て
前

買
い
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
が
畑
に
種
を
播
く
た
め
に
小
麦
を
買
う
の

は
収
穫
の
時
で
あ
る
。
為
替
手
形
へ
の
署
名
は
収
穫
の
時
期
で
も
種
播
き
の
時
期
で
も
よ
い
。 

 

同
じ
よ
う
に
家
賃
も
零
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
月
一
日
に
私
は
住
居
を
購

入
し
、
そ
の
支
払
い
を
「
商
業
手
形
」
で
行
う
。
同
じ
日
に
私
は
そ
れ
を
、
翌
年
の
一
月
一
日
に
売
り
渡

す
と
い
う
条
件
で
、
売
却
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
収
穫
も
種
播
き
も
な
い
。
住
居
の
価
格
は
年
に
よ
っ
て

ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
。
価
格
が
不
変
と
仮
定
す
れ
ば
、
私
は
そ
の
住
居
を
買
っ
た
値
段
で
売
っ
た
こ
と

に
な
り
、
利
子
、
割
引
は
零
で
あ
る
か
ら
、
私
は
一
年
間
無
料
で
そ
こ
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
手
続

き
を
繰
り
返
せ
ば
私
は
始
終
無
料
で
住
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
住
居
の
補
修
費
は
別
で
あ
る
が
。

プ
ル
ー
ド
ン
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
こ
の
帰
結
は
不
条
理
な
こ
と
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
シ
ス

テ
ム
の
恩
典
の
一
つ
と
し
て
望
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
指
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

未
来
に
お
け
る
財
が
現
在
に
お
け
る
財
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
絶
対
的
な
形
で
表
明
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
命
題
の
誤
謬
は
そ
れ
を
不
条
理
に
至
る
ま
で
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

私
が
今
年
の
種
播
き
に
必
要
と
す
る
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
小
麦
に
つ
い
て
、
翌
年
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

の
小
麦
を
返
す
こ
と
で
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
翌
年
が
来
た
と
き
に
私
は
借
り
を
返

す
た
め
に
必
要
と
な
る
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
新
た
に
種
播
き
の
た
め
に

一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
際
限
な
く
続
け
れ
ば
、
私
の
畑
は
毎
年
一
〇
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム
余
分
の
小
麦
を
私
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
昔
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と

で
は
私
は
収
穫
の
な
か
か
ら
種
播
き
の
た
め
の
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
毎
年
天
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

プ
ル
ー
ド
ン
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
反
論
を
つ
き
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
各
交
換

者
の
信
用
を
、
彼
が
現
在
到
達
し
て
い
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
数
字
に
制
限
す
る
よ
う
に
配
慮
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
交
換
者
に
と
っ
て
は
、
未
来
に
お
け
る
財
が
現
在
に
お
け
る
財
に
等

し
い
の
は
あ
る
限
界
内
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。 

 

我
々
を
と
ら
え
て
い
る
詭
弁
は
そ
れ
ゆ
え
、
条
件
つ
き
で
の
み
正
し
い
命
題
を
絶
対
的
な
形
で
正
し
い

と
表
明
す
る
類
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
詭
弁
は
誤
謬
を
発
見
す
る
の
が
き
わ
め
て
難
し
い

こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
１
）
。 
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（
１
） 
こ
れ
は
ア
キ
レ
ウ
ス

・

・

・

・

・

と・

亀・

の
詭
弁
で
あ
り
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
ゼ
ノ
ン
は
こ
れ
を
用
い
て
、

運
動
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
（A

rist., Phy., V
I, 9

）。
こ
れ
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ア
キ

レ
ウ
ス
の
速
度
と
亀
の
速
度
と
の
比
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
亀
の
速
度
の
二
倍
の
速
度
を
も
っ

て
お
り
、
出
発
点
で
は
亀
は
ア
キ
レ
ウ
ス
か
ら
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
先
の
と
こ
ろ
に
い
る
も
の
と
す
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は

亀
に
追
い
つ
く
た
め
に
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
走
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
が
そ
の
た
め
に
費
や
す
時
間
の
あ
い
だ
に

亀
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
走
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
が
そ
の
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
走
る
間
に
亀
は
ま
た
二
五
メ
ー
ト
ル
遠
ざ
か
る
で

あ
ろ
う
。
以
下
同
様
の
こ
と
が
続
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
亀
よ
り
速
く
走
る
の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て

亀
を
追
い
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
出
て
来
る
。 

こ
れ
は
全
く
正
し
い
。
詭
弁
が
存
在
す
る
の
は
た
だ
一
つ
の
省
略
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
先
の
命
題
に
つ
け

加
え
て
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
亀・

が・

次・

に・

示
す

・

・

よ
う

・

・

な・

距
離

・

・

を・

通
過

・

・

す
る

・

・

の
に

・

・

必
要

・

・

な・

時
間

・

・

の・

あ
い
だ

・

・

・

は・

決
し
て
亀
を
追
い

越
さ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
距
離
と
は 

100 ( 1 

＋ 1/2 

＋ 1/4 

＋ 1/8 

＋
・
・
・
・) 

で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
括
弧
の
中
の
数
列
の
合
計
は
２
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
距
離
は
、
出
発
点
に
お
け
る
ア
キ
レ
ウ
ス
と
亀
と

の
隔
た
り
の
二
倍
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
亀
が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
通
過
す
る
の
に
一
〇
分
か
か
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ア
キ
レ
ウ
ス
は

初
・

・

の・

二
〇
分
間

・

・

・

・

は・

亀
を
追
い
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 

こ
れ
が
、
省
略
さ
れ
れ
ば
、
正
確
な
推
論
を
詭
弁
に
変
え
る
と
こ
ろ
の
条
件
で
あ
る
。 

  

プ
ル
ー
ド
ン
が
考
え
て
い
る
人
々
、
つ
ま
り
組
合
に
所
属
し
て
い
る
個
々
人
は
交
換
の
た
め
に
一
定
額

の
金き

ん

、
例
え
ば
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
を
使
用
す
る
。
か
れ
ら
の
あ
い
だ
の
協
約
の
お
か
げ
で
い
ま
や
紙
幣
が

こ
の
額
の
代
り
を
し
て
お
り
、
自
由
に
使
用
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
ら
は
こ
の
額

を
利
子
付
き
で
預
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
例
え
ば
年
利
五
％
、
つ
ま
り
五
万
フ
ラ
ン
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
ら
の
あ
い
だ
で
は
、
紙
幣
を
用
い
て
も
五
％
の
割
引
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
次
い
で
借
り
手
が
割
引
の
た
め
に
支
払
っ
た
額
を
年
間
五
万
フ
ラ
ン
を
限
度
と
し
て
そ
の
借
り
手

に
対
し
て
払
い
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
限
界
内
で
あ
れ
ば
、
こ
の
集
団
の
構
成
員

に
と
っ
て
は
未
来
の
財
は
現
在
の
財
に
等
し
い
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
こ
と
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
見
て
み
よ
う
。
金
が
ま
だ
組
合
員
の
あ

い
だ
で
流
通
し
て
い
る
と
き
に
は
、
企
業
家
は
い
ま
述
べ
た
操
作
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
直
ち
に
銀
行
で
交
換
手
形
に
変
換
さ
れ
る
商
業
手
形
で
も
っ
て
必
要
品
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
手
形
は
流
通
に
お
い
て
金
の
同
等
額
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
。
交
換
価
格
お
よ
び
交
換
条
件
に
お

い
て
何
も
変
化
は
な
い
。
金
に
手
形
を
代
置
す
る
こ
と
か
ら
結
果
す
る
利
益
を
享
受
す
る
の
は
当
該
の
企

業
家
で
あ
る
。 

 

し
か
し
す
べ
て
の
金
が
流
通
の
外
に
出
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
事
態
は
変
化
す
る
。
そ
の
場
合
も
し
銀

行
が
な
お
も
商
業
手
形
を
交
換
手
形
に
変
換
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
は
そ
の
分
だ
け
流
通
を
増
大
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
、
金
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
代
り
に
一
一
〇
万
フ
ラ
ン
の
手
形
が
流
通
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
他
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の
事
情
に
変
化
が
な
い
限
り
、
価
格
が
上
昇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
面
、
貨
幣
量
の
理
論

を
承
認
す
る
と
す
れ
ば
、
価
格
は
一
〇
％
上
昇
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
点
で
た
ま
た

ま
貨
幣
を
所
有
し
て
い
る
者
は
す
べ
て
一
〇
％
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
ら
は
こ
の
貨
幣
額

で
も
っ
て
以
前
な
ら
ば
購
入
し
え
た
生
産
物
よ
り
一
〇
％
少
な
く
し
か
購
入
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
こ
こ
に
推
論
の
弱
点
が
あ
る
。
弱
点
は
省
略
に
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
の
命
題
は
正
確

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
金
が
流
通
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
べ

て
の
金
が
排
除
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
家
を
即
金
で
購
入
し
先
物
で
売
っ
た
人
物
が
一
年
間
は
そ
れ
を

無
料
で
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
交
換
者
が
一
年
の
あ
い
だ
に
一
定

量
の
経
済
的
富
―
―
そ
の
価
値
は
ま
さ
に
家
の
価
値
に
等
し
い
―
―
の
享
受
を
失
う
で
あ
ろ
う
こ
と
も
付

言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

問
題
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
事
態
を
で
き
る
限
り
単
純
化
し
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
に
還
元
し

よ
う
。
先
物
で
転
売
す
る
た
め
に
即
金
で
家
を
購
入
す
る
「
投
機
家
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
ピ
エ
ー
ル
は

自
分
の
家
を
売
る
プ
ロ
プ
リ
エ
テ
ー
ル
所
有
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
生
産
物
Ａ
が
存
在
し
、
我
々
は

そ
の
Ａ
に
よ
っ
て
他
の
生
産
物
を
評
価
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
家
の
売
却
以
前
の
段
階
で
一
〇
〇
万
フ

ラ
ン
が
流
通
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
貨
幣
で
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
は
一
〇
〇
フ
ラ
ン
の
価
値
が
あ
る

も
の
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
に
相
当
す
る
生
産
物
が
流
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

家
の
価
格
は
一
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
で
あ
る
と
す
る
。「
投
機
家
」
を
含
め
て
、
集
団
は
流
通
し
て
い
る
生

産
物
群
を
享
受
し
、
ピ
エ
ー
ル
は
そ
の
家
を
所
有
し
て
い
る
。 

 

一
九
〇
一
年
一
月
一
日
、
突
然
家
が
売
却
さ
れ
る
。
も
し
こ
の
売
却
が
、
ピ
エ
ー
ル
は
家
を
直
ち
に
「
投

機
家
」
に
譲
り
渡
し
、
一
年
後
の
一
九
〇
二
年
一
月
一
日
に
し
か
そ
の
現
在
価
格
を
受
け
取
ら
な
い
と
い

う
条
件
で
行
な
わ
れ
た
な
ら
ば
、
詭
弁
を
見
抜
く
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
ろ
う
。
家
を
所
有
享
受
す

る
の
は
ピ
エ
ー
ル
で
は
な
く
、
ひ
と
り
「
投
機
家
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
す
べ
て
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
詭
弁
は
、
ピ
エ
ー
ル
か
ら
家
の
所
有
享
受
を
一
年
間
奪
い
そ
れ
を
「
投
機
家
」
に
与
え
る
と
い

う
単
純
な
形
の
代
り
に
、
配
分
の
変
更
が
行
な
わ
れ
る
そ
の
形
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
巧
妙
に
覆

い
隠
さ
れ
て
い
る
。 

 

銀
行
の
交
換
手
形
一
〇
万
フ
ラ
ン
が
流
通
さ
せ
ら
れ
た
後
も
、
同
量
の
生
産
物
が
依
然
と
し
て
流
通
し

家
も
ま
だ
存
在
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
財
の
所
有
享
受
の
配
分
は
全
く
変
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
貨
幣
を
持
っ
て
い
る
集
団
の
構
成
員
は
す
べ
て
、
価
格
が
一
〇
％
上
昇
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
〇
万
フ
ラ
ン
が
流
通
さ
せ
ら
れ
る
以
前
で
あ
っ
た
な
ら
ば
取
得
し
え
た
で
あ
ろ
う
生
産
物
の
一

〇
％
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
Ａ
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
価
格
は
新
し
い
貨
幣
で
一
一
〇
フ
ラ
ン
に
な
る
。 

 

ピ
エ
ー
ル
は
家
の
代
金
一
〇
万
フ
ラ
ン
以
外
の
貨
幣
は
持
っ
て
い
な
い
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
一
〇
万

フ
ラ
ン
で
彼
が
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
九
〇
九
，
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
で
あ
る
（
１
）
。
集
団
の
他
の

構
成
員
た
ち
が
、
そ
の
手
元
に
あ
る
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
購
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
九
〇
九
〇
，
九
キ
ロ

グ
ラ
ム
の
Ａ
で
あ
る
。
こ
れ
と
前
出
の
数
字
と
を
合
わ
せ
れ
ば
計
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
り
、
流
通
し
て

い
る
生
産
物
の
量
で
あ
る
。 
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（
１
） 

Ａ
の
価
格
は
一
一
〇
と
な
り
、
ピ
エ
ー
ル
が
手
に
し
う
る
の
は
お
よ
そ 

 
 
 
 

100000 / 110 = 909.1 

と
な
る
。 

  

し
た
が
っ
て
新
た
な
配
分
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「
投
機
家
」
は
家
を
所
有
享
受
す
る
。
ピ
エ
ー
ル
は

家
の
所
有
享
受
を
失
っ
た
が
、
九
〇
九
，
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
の
所
有
享
受
を
獲
得
し
、
彼
の
家
は
一
，

〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
に
値
す
る
の
で
、
彼
の
損
失
は
九
〇
，
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
の
所
有
享
受
の
み

で
あ
る
。
一
〇
万
フ
ラ
ン
が
流
通
さ
せ
ら
れ
た
時
に
た
ま
た
ま
貨
幣
を
所
持
し
て
い
た
人
た
ち
は
す
べ
て

九
〇
九
，
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
Ａ
の
所
有
享
受
を
同
時
に
失
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
ま
さ
し
く
ピ

エ
ー
ル
が
所
有
享
受
す
る
量
に
等
し
い
。 

 

言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
「
投
機
家
」
は
一
家
屋
を
所
有
享
受
す
る
が
、
そ
れ
は
ピ
エ
ー
ル
か
ら
譲
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
ピ
エ
ー
ル
は
部
分
的
に
補
償
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
貨
幣
の
所
持
者
た

ち
は
本
来
か
れ
ら
が
権
利
を
有
し
て
い
た
生
産
物
の
一
部
を
ピ
エ
ー
ル
に
譲
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る

に
「
投
機
家
」
の
金
利
は
一
〇
万
フ
ラ
ン
が
流
通
さ
せ
ら
れ
た
時
に
た
ま
た
ま
貨
幣
を
所
持
し
て
い
た
人
々

す
べ
て
―
―
ピ
エ
ー
ル
を
含
め
て
―
―
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
新
た
な
分
配
で
終
り
で
は
な
い
。
年
末
に
そ
の
「
投
機
家
」
は
銀
行
で
手
形
決
済
す
る
た
め
に
一

〇
万
フ
ラ
ン
を
流
通
か
ら
取
り
戻
す
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
い
ま
見
た
の
と
は
逆
の
現
象
が
起
き
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
価
格
が
上
昇
し
、
貨
幣
の
所
持
者
は
利
益
を
得
る
、
等
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
流
通
が

増
大
し
た
と
き
に
は
損
を
し
流
通
が
減
少
す
れ
ば
得
を
す
る
で
あ
ろ
う
人
々
が
多
分
別
の
人
々
で
あ
る
点

を
除
け
ば
、
事
態
は

初
の
状
態
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。 

 

家
屋
を
購
入
す
る
「
投
機
家
」
の
代
り
に
、
加
工
す
べ
く
「
生
産
物
」
を
購
入
す
る
「
企
業
家
」
を
考

え
て
も
事
態
は
全
く
変
ら
な
い
。
新
し
い
体
制
の
も
と
で
は
、
こ
の
企
業
家
は
彼
が
必
要
と
す
る
生
産
物

の
価
値
に
等
し
い
あ
る
価
値
を
節
約
す
る
た
め
に
苦
労
す
る
必
要
は
な
い
。
彼
は
、
集
団
の
他
の
構
成
員

が
所
有
す
る
生
産
物
の
総
量
か
ら
天
引
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
は
交

換
手
形
の
新
た
な
発
行
の
結
果
た
る
価
格
の
高
騰
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。 

 

こ
の
手
形
は
企
業
家
が
採
用
し
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
生
産
物
を
担
保
と
し
て
「
保
証
さ
れ
る
」
と
い
う

事
実
は
、
何
ら
事
態
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
価
格
の
上
昇
は
交
換
手
形
に
対
す
る
信
頼
の
不
足
の
結

果
と
し
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
交
換
手
形
の
保
証
が
十
分
で
な
い
と
判
断
さ
れ
て
生
ず
る
の
で
も

な
く
、
流
通
量
が
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
か
ら
一
一
〇
万
フ
ラ
ン
に
変
っ
た
結
果
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。

ま
た
他
方
か
ら
す
れ
ば
、
も
し
流
通
量
が
増
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
新
た
な
一
〇
万
フ
ラ
ン
を
交
換
手
形
で

受
け
取
っ
た
人
物
は
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

具
体
的
な
現
象
は
我
々
が
い
ま
見
た
よ
う
な
現
象
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
繰
返
す
ま
で

も
な
い
。
す
べ
て
の
金
を
流
通
か
ら
排
除
し
て
紙
幣
を
流
通
さ
せ
て
い
る
国
々
に
お
い
て
我
々
は
そ
れ
を

研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

プ
ル
ー
ド
ン
の
構
想
に
似
た
も
の
が
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
（E

rnest Solvay

）
氏
に
よ
っ
て
出

さ
れ
て
い
る
。
「
少
し
で
も
考
え
れ
ば
―
―
と
氏
（
１
）

は
言
う
―
―
貨
幣
は
も
っ
ぱ
ら
購
買
の
た
め
に
の
み
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役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
貨
幣
は
購
買
力

・

・

・

を
有
し
、
購
買
力

・

・

・

そ
の
も
の

・

・

・

・

で・

あ
る

・

・

。
そ
れ
以
外
の

も
の
で
は
な
い
。
」
こ
の
点
こ
そ
こ
の
理
論
体
系
の
根
本
的
な
誤
謬
で
あ
る
。
金
属
貨
幣
に
は
他
に
多
く
の

機
能
が
あ
る
。
金
を
調
達
す
る
際
の
困
難
が
増
大
す
る
と
き
は
、
そ
れ
は
こ
の
現
象
が
生
じ
て
い
る
国
に

と
っ
て
は
、
購
買
を
抑
制
し
、
新
た
な
企
業
に
赴
か
な
い
よ
う
に
し
、
動
産
資
本
を
新
た
な
固
定
資
本
に

し
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
の
警
告
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

La m
onnaie et le com

pte, Lettre ouverte aux m
em

bres du parlem
ent belge, B

ruselles, 1899. 

  

ソ
ル
ヴ
ェ
イ
氏
は
言
う
。「
そ
れ
ゆ
え
、
好
き
な
よ
う
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
ん
な
売
り
手
に
も

容
易
に
譲
渡
可
能
な
力
能
と
い
う
、
単
純
な
形
で
我
々
の
財
産
の
す
べ
て
あ
る
い
は
一
定
部
分
を
つ
ね
に

所
持
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
我
々
は
貨
幣
な
し
で
済
ま
す
た
め
の
卓
越
せ
る
一
手
段
、
唯
一

科
学
的
で
真
実
な
手
段
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。」 

 

ド
・
フ
ォ
ヴ
ィ
ー
ユ
氏
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
個
人
財
産
の
総
額
を
約
二
千
二
百
五
十
億
フ
ラ
ン
と
見

積
っ
て
い
る
（
１
）
。
端
数
を
と
っ
て
二
千
億
フ
ラ
ン
と
し
よ
う
。
も
し
各
個
人
が
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
氏
の
望
む
よ

う
に
そ
の
財
産
の
す
べ
て
あ
る
い
は
一
定
部
分
を
「
容
易
に
譲
渡
可
能
な
力
能
」
と
い
う
形
で
所
持
し
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
れ
ら
力
能

・

・

の
二
千
億
フ
ラ
ン
あ
る
い
は
そ
の
一
定
部
分
が
流
通

す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
力
能

・

・

が
例
え
ば
各
個
人
の
財
産
の
半
分
に
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば

一
千
億
フ
ラ
ン
が
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
） 

C
ours, 

§951. 

  

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
金
属
貨
幣
お
よ
び
銀
行
券
の
流
通
量
は
約
七
〇
億
フ
ラ
ン
と
見
ら
れ
る
。

も
し
こ
の
流
通
量
が
、
現
在
存
在
し
て
い
る
小
切
手
そ
の
他
の
支
払
手
段
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
二
千

億
フ
ラ
ン
、
あ
る
い
は
た
だ
一
千
億
フ
ラ
ン
に
増
加
し
た
場
合
に
起
き
る
で
あ
ろ
う
、
恐
る
べ
き
価
格
の

高
騰
は
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

次
は
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
氏
が
そ
の
体
系
を
実
現
す
る
方
法
を
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
「
保
証

を
取
る
、
す
な
わ
ち
個
人
の
財
産
に
対
す
る
権
利
を
取
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
公
的

・

・

な・

一
機
関
を
設
置
し
、

―
―
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
手
は
じ
め
の
こ
と
で
あ
る
が
―
―
そ
の
機
関
に
対
し
引
換
え
に
小
切
手
帳
を
交
付

す
る
仕
事
を
委
任
し
よ
う
。
・
・
・
」
彼
は
こ
の
小
切
手
に
は
い
か
な
る
減
価
も
あ
り
え
な
い
も
の
と
思
い

違
い
を
し
て
お
り
、
小
切
手
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
交
換
可
能
性
と
を
混
同
す
る
と
い
う
例

の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。「
ロ
ン
ド
ン
小
切
手
銀
行
の
小
切
手
は
す
で
に
あ
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
い
ま
述
べ

た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
が
万
人
に
対
し
て
直
接
的
か
つ
明
瞭
に
明
ら
か
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に
な
り
、
人
々
が
完
全
に
貨
幣
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ

の
小
切
手
が
国
家
的
な
い
し
は
公
的
な
機
関
か
ら
交
付
さ
れ
、
預
金
の
代
り
と
し
て
確
実
な
保
証
を
受
け

取
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
」 

 

詭
弁
は
我
々
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
論
証
に
お
い
て
見
た
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
氏
の
言

う
こ
と
は
、
あ
る
省
略
点
を
除
け
ば
、
正
し
い
。
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
小
切
手

の
流
通
は
、
流
通
か
ら
金
を
除
外
し
て
は
決
し
て
成
り
立
た
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
金
貨
の
預
金
が
他

の
保
証
に
優
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
故
で
あ
る
。
一
定
限
度
以
上
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
、
そ

の
こ
と
は
通
貨
発
行
の
過
剰
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。 

 

ギ
ッ
フ
ェ
ン
（G

iffen

）
氏
に
よ
れ
ば
、
土
地
と
家
屋
は
イ
ギ
リ
ス
全
土
で
は
約
一
千
億
フ
ラ
ン
の
価
値

を
有
す
る
（
１
）
。
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
の
言
う
小
切
手
銀
行
が
こ
れ
ら
の
土
地
と
家
屋
に
抵
当
権
を
設
定
し
て
一
千

億
フ
ラ
ン
の
小
切
手
を
発
行
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
完
全
に
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
小
切
手
の
発
行
が
価
格
を
と
て
つ
も
な
く
高
騰
さ
せ
き
わ
め
て

深
刻
な
混
乱
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

C
ours, 

§954 ; terres : 42,3 ; m
aisons : 48,2 ; exploitations agricoles : 13 m

illiards. 

  

さ
ら
に
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
理
論
に
つ
い
て
も
ま
た
そ
れ
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
の

理
論
に
つ
い
て
も
、
貨
幣
と
し
て
発
行
さ
れ
保
証
さ
れ
て
い
る
経
済
的
財
貨
（
あ
る
い
は
ソ
ル
ヴ
ェ
イ
氏

の
社
会

・

・

会
計

・

・

に
お
い
て
公
認
さ
れ
て
い
る
額
）
の
評
価
は
そ
れ
自
体
（
貨
幣
の
）
発
行
に
依
存
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
、
建
物
を
金
流
通
体
制
に
お
い
て
一
千

億
フ
ラ
ン
と
評
価
し
、
こ
の
土
地
、
建
物
の
所
有
者
た
ち
に
対
し
て
小
切
手
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
形
で
あ

れ
「
購
買
力
」
一
千
億
フ
ラ
ン
を
分
配
し
た
と
せ
よ
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
価
格
が
と
て
つ
も
な
く
上
昇
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
財
の
新
し
い
評
価
は
例
え
ば
二
千
億
フ
ラ
ン
と
な
り
、
実
際
の
値
上
り
は
こ
れ

よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
銀
行
に
よ
る
発
行
額
あ
る
い
は
銀
行
が
そ

の
顧
客
に
対
し
て
社
会

・

・

会
計

・

・

に
お
い
て
認
証
し
て
い
る
額
は
そ
れ
ゆ
え
二
千
億
フ
ラ
ン
に
も
な
り
う
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
自
体
が
さ
ら
に
評
価
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
が
続
く
で
あ
ろ
う
。

後
に
、
新
貨
幣

・

・

・

に・

よ
っ
て

・

・

・

な
さ
れ
る

・

・

・

・

一
定
の
経
済
的
財
貨
の
評
価
に
も
と
づ
く
発
行
を
制
限
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
我
々
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
改
革
者
た
ち
に
よ
る
計
画
の
い
つ
も
の
欠
陥
で
あ
る
。
改
革

者
た
ち
は
経
済
的
均
衡
を
決
定
す
る
の
に
ま
さ
に
必
要
な
条
件
の
数
を
整
理
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な

い
。
あ
る
と
き
は
必
要
な
よ
り
も
少
な
い
条
件
を
挙
げ
、
ま
た
あ
る
と
き
は
多
す
ぎ
る
条
件
を
挙
げ
る
。 

 

金
属
貨
幣
の
代
り
に
新
し
い
交
換
媒
体

・

・

を
採
用
す
る
こ
う
し
た
計
画
に
お
い
て
有
効
な
点
は
、
そ
れ
ら

172



 

が
金
属
貨
幣
を
可
能
な
限
り
節
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

こ
の
節
約
は
か
な
り
の
危
険
と
濫
用
を
と
も
な
い
な
が
ら
銀
行
小
切
手
の
流
通
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
は
横
線

・

・

小
切
手

・

・

・

の
流
通
に
よ
っ
て
よ
り
確
実
完
全
な
形
で
達
成
さ
れ
た
。

こ
の
横
線
小
切
手
の
制
度
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
的
発
案
と
経
験
に
よ
る
教
訓
を
通
じ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。 

 

横
線
小
切
手
と
は
あ
る
一
つ
の
銀
行
に
対
し
て
の
み
支
払
わ
れ
る
小
切
手
で
あ
る
（
１
）
。
現
実
に
は
こ
れ

は
手
形
交
換
所
（C

learing H
ouse

）
に
加
入
し
て
い
る
銀
行
が
使
用
す
る
単
な
る
領
収
書
と
な
っ
た
。

加
入
銀
行
は
相
互
に
小
切
手
を
補
償
相
殺
し
、
差
分
の
み
を
支
払
い
、
し
か
も
こ
の
支
払
い
も
イ
ギ
リ
ス

銀
行
払
い
の
小
切
手
で
行
な
わ
れ
る
。 

 

（
１
） 

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
利
点
は
特
に
、
紛
失
な
い
し
は
盗
難
に
あ
っ
た
小
切
手
の
支
払
い
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
銀
行
家
に
と
っ
て
横
線
小
切
手
は
普
通
の
小
切
手
よ
り
も
補
償
相
殺
さ
れ
る
確
度
が
高
い
と
い
う
利
点
を
も
っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
横
線
小
切
手
は
補
償
相
殺
を
実
施
す
る
い
く
つ
か
の
機
関
を
必
ず
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。 

  

し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
濫
用
を
妨
げ
る
重
要
な
一
条
件
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
横
線
小
切
手
あ
る
い
は
そ

の
他
の
小
切
手
の
所
持
者
は
そ
れ
を
つ
ね
に
即
座

・

・

に・

金
に
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
条
件
で
あ
る
。
も
し
そ
の
所
持
者
が
金
へ
の
変
換
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
小
切
手
を
現
金
化
す
べ
き

銀
行
家
は
彼
に
金
を
手
渡
す
か
、
あ
る
い
は
い
つ
で
も
金
と
交
換
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
銀
行
の
証
書
を
手
渡

す
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
小
切
手
が
取
っ
て
代
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
流
通
し
て
い
る
金

の
一
部
で
あ
り
、
小
切
手
は
流
通
か
ら
す
べ
て
の
金
を
排
除
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

価
格
は
つ
ね
に
金
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
多
少
と
も
価
値
の
低
い
貨
幣
に
よ
っ
て
表
示
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。 

 

我
々
が
述
べ
て
き
た
計
画
に
お
い
て
拙
い
点
は
、
新
し
い
貨
幣
発
行
の
濫
用
か
ら
生
ず
る
欠
陥
で
あ
る
。

こ
の
欠
陥
は
流
通
か
ら
金
を
全
面
的
に
排
除
し
て
し
ま
う
兌
換
不
能
紙
幣
の
発
行
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に

観
察
さ
れ
る
。 

 

非
兌
換
紙
幣
の
発
行
は
一
般
に
、
多
少
と
も
長
期
的
に
は
金
持
ち
が
貧
乏
人
か
ら
巻
き
上
げ
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
ら
人
民
の
福
利
の
た
め
と
称
し
誠
実
に
そ
う
し
た
願
望
に
か
き
立
て
ら

れ
て
い
る
人
士
が
、
窮
極
的
に
は
人
民
を
収
奪
す
る
施
策
を
提
案
す
る
の
を
見
る
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
経
済
法
則
に
つ
い
て
の
無
知
の
結
果
で
あ
る
。 
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第
十
二
章 科

学
的
体
系 

 
 

 
 
 

孤
立
国
家
―
自
由
な
土
地
―
土
地
の
固
有
化
―
自
治
体
社
会
主
義 

  

テ
ュ
ー
ネ
ン
（Thünen
）
の
理
論
―
―
自
由
な
土
地
―
―
政
治
経
済
学
に
お
け
る
多
く
の
誤
謬
の
諸
原
因
―
―
経
済
的
均

衡
の
一
般
的
条
件
―
―
こ
れ
を
総
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
に
誤
謬
に
陥
る
か
―
―
他
の

い
く
つ
か
の
代
価
お
よ
び
未
知
量
か
ら
切
り
離
し
て
利
害
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
人
は
考
え
る
―
―
生
産
費
の
理
論

に
お
け
る
類
似
の
誤
謬
―
―
賃
金

・

・

資
金

・

・

（fonds des salaires

）
に
お
け
る
―
―
資
本
と
労
働
に
お
け
る
生
産
物
の
配
分
の

探
求
に
お
け
る
―
―
価
格
の
限
界
の
探
求
に
お
け
る
―
―
賃
金
の
限
界
の
探
求
に
お
け
る
―
―
賃
金
限
界
の
探
求
に
固
有
の

誤
謬
―
―
賃
金
限
界
の
探
求
は
考
慮
さ
れ
る
資
本
の
数
が
制
限
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
ま
ち
が
っ
た
も
の
と
な
る
―
―
不
動

産
資
本
の
不
足
に
帰
せ
ら
れ
る
社
会
悪
―
―
土
地
固
有
化

・

・

・

―
―
自
治
体
社
会
主
義
、
そ
れ
の
意
味
す
る
も
の
―
―
い
く
つ
か

の
共
同
企
業
は
い
か
に
し
て
良
好
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
の
か
―
―
共
同
企
業
の
管
理
に
お
い
て
実
現
さ
る
べ
き
進
歩
。 

  

テ
ュ
ー
ネ
ン
（
１
）

は
完
全
孤
立
国
家
の
経
済
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
面
白
い
研
究
に
従
事
し
た
。
彼
は

自
ら
の
理
論
を
説
明
す
る
た
め
に
数
学
を
用
い
て
い
る
。
不
幸
な
こ
と
に
彼
が
著
作
を
書
い
て
い
た
と
き

に
は
経
済
的
均
衡
の
一
般
方
程
式
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
２
）
。
そ
し
て
彼
の
方
程
式
は
一
般
方
程

式
に
取
っ
て
代
ろ
う
と
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
） 

D
er isolirte Staat in B

eziehung auf Landw
irthschaft und N

ationalökonom
ie. 

（
２
） 

初
に
一
般
方
程
式
の
存
在
を
知
ら
し
め
た
き
わ
め
て
大
き
な
功
績
は
レ
オ
ン
・
ワ
ル
ラ
ス
（Léon W

alras

）

氏
に
属
す
る
。 

  

彼
が
陥
っ
て
い
る
誤
謬
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
る
一
連
の
誤
謬
の
一
部
を
な
す
こ
と
を
我
々
は
や

が
て
見
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ュ
ー
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
孤
立
国
家
の
極
限
に
お
い
て
は
労
働
者
の
「
搾
取
」
は

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
だ
所
有
さ
れ
て
い
な
い
自
由
な
土
地
が
始
ま

る
の
で
あ
る
（
１
）
。
労
働
者
た
ち
は
搾
取
に
屈
服
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
自
由
な
土
地
の
上
に
新
し
く
自
分
た

ち
の
領
地
を
創
造
す
る
一
つ
の
社
団

ソ
シ
エ
テ

を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
労
働
者
た
ち
の
こ
と
を
「
資
本
の
生

産
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
か
れ
ら
の
利
得
は
社
団
か
ら
給
与
を
受
け
取
る
人
々
の
利
得
に
等
し
く

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
二
種
類
の
勤
労
者
の
あ
い
だ
の
均
衡
状
態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
テ
ュ
ー
ネ
ン
は
こ
の
均
衡
状
態
に
見
合
う
給
与
を
苦
労
し
て
計
算
し
、
そ
れ
を
「
正
常

ノ
ル
マ
ー
ル

な
給
与
」
と

名
づ
け
る
。
何
ら
現
実
に
基
礎
を
も
た
な
い
こ
の
よ
う
な
抽
象
の
産
物
が
経
済
学
者
を
し
て
一
人
な
ら
ず

数
学
の
利
用
に
つ
い
て
う
ん
ざ
り
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
テ
ュ
ー
ネ
ン
の
場
合
に
は
数
学
を
下
手
に
利
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
数
学
の
利
用

174



 

が
有
益
な
場
合
に
も
そ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。 

 

（
１
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
多
く
の
論
者
が
テ
ュ
ー
ネ
ン
を
模
倣
し
た
。
そ
の
う
ち
の
幾
人
か
は
彼
を
引
用
せ
ず
に
論
じ

て
い
る
。 

  

テ
ュ
ー
ネ
ン
は
誤
謬
に
誤
謬
を
重
ね
、

低

デ
ル
ニ
エ

の
労
働
者
の
生
産
物
が
そ
の
他
す
べ
て
の
労
働
者
の
給
与

を
規
定
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
命
題
は
一
般
に
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
１
）
。
生
産
の
そ
の
他
の
要
因

か
ら
独
立
に
労
働
者
の
数
を
つ
ね
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
孤
立
国
家
に
つ
い
て
テ
ュ
ー

ネ
ン
が
到
達
す
る
帰
結
の
中
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
生
産
の
そ
の
他
の
要
因
で
あ
る
。
森
林
地
帯

は
都
市
に
き
わ
め
て
近
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ュ
ー
ネ
ン
に
よ
れ
ば
都
市
に
不
可
欠
の
木
材
の

輸
送
費
か
ら
演
繹
さ
れ
る
。
輸
送
手
段
が
変
化
し
う
る
こ
と
、
油
が
暖
房
用
木
材
に
取
っ
て
代
り
う
る
こ

と
、
鉄
が
建
設
用
木
材
に
取
っ
て
代
り
う
る
こ
と
、
等
を
我
ら
が
著
者
は
考
え
な
い
。
ベ
ル
リ
ン
、
パ
リ
、

ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
お
よ
び
そ
の
他
の
大
都
市
が
森
林
の
真
中
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
を
見
る
こ

と
は
し
か
し
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
生
産
係
数
の
可
変
性
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
四
章
参
照
。 

  

政
治
経
済
学
の
主
た
る
困
難
は
、
経
済
的
均
衡
が
き
わ
め
て
多
数
の
、
し
か
も
検
証
確
認
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
諸
条
件
の
（
数
学
者
は
方
程
式
の
、
と
言
う
）
一
体
系
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
点
に
あ
る
。

こ
の
種
の
問
題
は
数
学
を
用
い
て
さ
え
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
通
常
の
言
語
で
は
全
く
手
が
出
な
い
。 

 

数
学
を
用
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
と
も
か
く
想
像
し
て
み
よ
う
（
１
）
。
一
つ
の
未
知
量
、
例
え
ば
一
価
格

を
決
定
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
量
は
い
く
つ
か
の
既
知
量
の
総
和
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
仮
定
せ

よ
。
こ
の
決
定
に
は
い
か
な
る
困
難
も
な
く
、
通
常
の
言
語
で
容
易
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
未

知
の
価
格
が
二
つ
存
在
す
る
と
仮
定
せ
よ
。
そ
れ
ら
を
決
定
す
る
に
際
し
て
二
つ
の
条
件
が
与
え
ら
れ
る

と
す
る
。
一
．
そ
れ
ら
の
和
は
二
〇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
．
そ
れ
ら
の
差
は
一
〇
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
よ
り
複
雑
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
通
常
の
言
語
で
な
ん
と
か
論
ず
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
み
よ
う
。
未
知
の
価
格
が
二
つ
で
な
く
一
定
数
の
未
知

の
価
格
が
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
一
定
数
の
条
件
―
―
未
知
価
格
の
い
く
つ
か
の
組
合
わ
せ
は
こ
れ
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
問
題
は
日
常
言
語
で
は
解
決
が
不

可
能
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
数
学
を
用
い
て
も
解
決
が
難
し
い
。 

 

（
１
） G

iornale degli E
conom

isti, R
om

a, septem
bre, 1901.  

き
わ
め
て
多
数
の
論
者
が
こ
の
数
学
を
用
い

な
い
理
論
と
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
理
論
と
を
混
同
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
新
し
い
経
済
理
論
の
要
点
は
限
界

効
用
の
概
念
の
採
用
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
全
然
そ
う
で
は
な
い
。
新
し
い
理
論
の
主
要
な
特
徴
は
経
済
現
象
に
つ
い

て
の
総
合
的
表
象
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。 
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た
と
え
僅
か
で
も
利
点
が
あ
れ
ば
効
用

・

・

（
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
、
稀
少
性
、
等
）
に
つ
い
て
の
考
慮
を
放
棄
し
て
も
全
く
さ

し
つ
か
え
な
い
。
そ
し
て
ク
ル
ノ
ー
の
体
系
に
帰
っ
て
も
よ
い
。
ク
ル
ノ
ー
は
供
給
と
需
要
の
法
則
に
出
発
点
を
置
い
て

い
る
。
ク
ル
ノ
ー
の
方
程
式
は
他
面
か
ら
す
れ
ば
、
改
善
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
経
済
的
均

衡
を
規
定
す
る
方
程
式
の
う
ち
に
は
オ
フ
ェ
リ
ミ
テ
に
依
存
す
る
方
程
式
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
単
純
な
代
数
的

変
換
に
よ
っ
て
、
価
格
に
応
じ
て
消
費
さ
れ
る
商
品
の
量
を
示
す
だ
け
の
別
の
方
程
式
を
代
置
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し

か
し
こ
の
点
は
二
次
的
な
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、
経
済
的
均
衡
を
規
定
し
、
現
象
の
複
合
性
を
認
識
さ
せ
、
諸
部

分
の
相
互
依
存
を
認
識
さ
せ
る
方
程
式
の
一
体
系
を
手
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

  

経
済
学
的
問
題
は
我
々
が
い
ま
述
べ
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
一
層
複
雑
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

の
提
示
す
る
困
難
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
そ
れ
を
単
純
化
す
る
必
要
性
が
生
ず
る
。
経

済
的
均
衡
の
一
般
方
程
式
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
非
常
に
単
純
化
さ
れ
た
一
問
題
に
関
係
す
る
だ
け
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
日
常
言
語
で
論
じ
よ
う
と
す
る
経
済
学
者
た
ち
及
び
テ
ュ
ー
ネ
ン
―
―
彼
は

こ
の
問
題
を
数
学
を
用
い
て
論
じ
る
け
れ
ど
も
方
程
式
の
体
系
の
存
在
を
知
ら
な
い
―
―
は
全
く
ま
ち

が
っ
た
結
論
を
与
え
る
単
純
化
の
方
向
に
絶
対
的
な
必
然
性
で
も
っ
て
引
っ
張
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
単
純
化
は
一
般
に
次
の
よ
う
な
共
通
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
単
純
化
は
、
全
体
と
し

て
の
み
、
す
な
わ
ち
方
程
式
の
体
系
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
う
る
諸
量
を
単
純
に
切
り
離
し
て
決
定
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
テ
ュ
ー
ネ
ン
は
利
益
を
そ
の
他
の
価
格
、
そ
し
て
一

般
に
経
済
学
的
問
題
に
お
け
る
そ
の
他
の
未
知
量
、
か
ら
切
り
離
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
可
能
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
種
の
決
定
は
す
べ
て
本
質
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
る

（
１
）
。
テ
ュ
ー
ネ
ン
は
ま
た
給
与
を
、
利
子
と
そ
の
他
少
数
の
諸
量
に
関
係
さ
せ
る
だ
け
で
決
定
し
よ
う

と
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
１
）
こ
の
こ
と
は
、
利
益
の
源
泉
は
あ
る
財
の
現
在
の
価
格
と
未
来
に
お
け
る
価
格
と
の
差
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う

命
題
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
命
題
の
帰
結
と
し
て
、
現
在
お
よ
び
未
来
の
こ
れ
ら
二
つ
の
財
は
均
衡
方
程

式
に
お
い
て
同
じ
価
格
で
現
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
価
格
がX

で
示
さ
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
未
来
の
価
格
も
同
じ
くX

と
し
て
は
な
ら
ず
、Y

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、Y

がX

と
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
か
を
我
々
に
教
え
る
の
は
均
衡
方
程
式
で
あ
る
。
あ
る
種
の
場
合
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
量
が
等
し
い

と
い
う
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
年
に
は
小
麦
価
格
が
ワ
イ
ン
の
価
格
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
必
ず
等
し
く
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
均
衡
方
程
式
に
お
け
る
と
同
様
、

小
麦
の
価
格
と
ワ
イ
ン
の
価
格
と
は
異
な
る
文
字
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
同
じ
財
の
現
在
の
価
格
と
未

来
の
価
格
と
は
異
な
る
文
字
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

幾
人
も
の
経
済
学
者
た
ち
が
、
一
生
産
物
の
販
売
価
格
は
生
産
費
（
あ
る
い
は
再
生
産
費
）
に
よ
っ
て

決
定
し
う
る
と
信
じ
た
。
か
く
し
て
か
れ
ら
は
諸
生
産
物
価
格
か
ら
独
立
の
生
産
費
な
る
も
の
が
存
在
す

る
と
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
試
み
に
例
え
ば
オ
イ
ル
の
生
産
費
を
計
算
し
て
み

ら
れ
よ
。
支
出
の
う
ち
に
貴
方
は
機
械
類
を
購
入
す
る
た
め
の
支
出
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
機
械
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類
と
金
属
の
価
格
は
オ
イ
ル
の
価
格
に
も
依
存
す
る
。
人
件
費
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
オ
イ
ル
の
価

格
に
応
じ
て
国
の
産
業
は
栄
え
た
り
衰
退
し
た
り
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
人
件
費
を
増
大
さ
せ
た
り
減
少

さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
機
械
に
油
を
さ
す
た
め
に
は
オ
イ
ル
が
必
要
で
あ
る
。
オ
イ
ル
は
鉄
道
あ

る
い
は
汽
船
で
到
着
す
る
。
そ
し
て
オ
イ
ル
の
価
格
に
応
じ
て
オ
イ
ル
の
輸
送
費
は
変
動
す
る
。
こ
の
よ

う
な
検
討
を
続
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
価
格
は
す
べ
て
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
一
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
販
売
価
格
と
生
産
費
と

の
一
致
は
（
一
定
の
経
済
組
織
の
正
当
性
を
認
め
た
上
で
）
現
実
に
存
在
し
、
そ
し
て
こ
の
一
致
は
均
衡

を
決
定
す
る
方
程
式
の
体
系
の
一
部
を
な
す
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
正
し
い
理
論
と
誤
れ
る
理

論
の
違
い
は
本
質
的
に
次
の
点
に
あ
る
。
前
者
は
販
売
価
格
と
生
産
費
の
一
致
と
い
う
事
実
か
ら
、
未
知

量
の
あ
い
だ
の
一
関
係
を
樹
立
す
る
。
後
者
は
こ
の
同
じ
事
実
か
ら
未
知
の
販
売
価
格
を
生
産
費
に
よ
っ

て
決
定
し
よ
う
と
主
張
す
る
。 

 

「
給
与
資
金
」
（fonds des salaires

）
と
い
う
有
名
な
理
論
も
ま
た
経
済
的
均
衡
を
決
定
す
る
方
程
式

の
体
系
の
代
り
に
単
独
の
一
方
程
式
を
置
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
誤
謬
は
こ
の
方
程
式
体
系
を
知
ら

な
い
経
済
学
者
に
よ
っ
て
さ
え
気
づ
か
れ
て
い
た
。
「
給
与
資
金
」
の
理
論
に
お
い
て
は
全
問
題
が
、
こ
の

資
金
は
給
与
と
は
独
立
に
決
定
さ
れ
る
の
か
あ
る
い
は
さ
れ
な
い
の
か
を
知
る
こ
と
に
尽
き
て
い
る
こ
と

を
か
れ
ら
は
見
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に
生
産
（
あ
る
い
は
再
生
産
）
費
の
理
論
に
お
い
て
も
全
問
題
は
、

こ
の
費
用
が
生
産
物
価
格
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
に
尽
き
て
い
る
（
１
）
。
経
済
的

均
衡
の
諸
方
程
式
を
、
あ
る
年
に
例
え
ば
給
与
合
計
が
「
給
与
資
金
」
と
呼
ん
で
よ
い
一
定
総
額
に
一
致

す
る
こ
と
を
示
す
も
の
を
含
む
よ
う
に
按
配
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ

は
経
済
的
均
衡
の
諸
条
件
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
他
の
条
件
か
ら
切
り
離
さ
れ
れ
ば
給
与
を

決
定
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
給
与
合
計
と
等
し
い
一
定
総
額
な
る
も
の
は
、
給
与
そ
の
も

の
か
ら
、
ま
た
経
済
的
均
衡
を
決
定
す
る
諸
条
件
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
既
知
お
よ
び
未
知
の
そ
の
他
す
べ

て
の
諸
量
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

（
１
） 

こ
の
生
産
費
な
る
も
の
は
、
大
き
な
市
場
に
売
買
に
来
る
一
人
の
人
間
を
想
定
す
る
場
合
に
は
あ
る
独
立
的
存
在

性
を
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
人
間
に
よ
る
売
買
が
も
た
ら
し
う
る
価
格
変
動
は
無
視
し

う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
独
で
は
無
視
可
能
な
量
も
き
わ
め
て
多
数
と
な
れ
ば
そ
の
総
量
は
無
視
で
き
ぬ
も
の

と
な
る
。
一
人
の
人
間
が
食
糧
を
買
い
に
市
場
に
や
っ
て
来
る
。
彼
の
支
払
う
価
格
は
食
糧
の
再
生
産
価
格
に
無
視
し

う
る
程
度
に
し
か
影
響
し
な
い
。
し
か
し
勤
労
者
の
す
べ
て
、
あ
る
い
は
大
多
数
が
そ
の
食
糧
の
た
め
に
よ
り
多
額
に

支
払
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
食
糧
再
生
産
の
費
用
を
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

後
に
、
給
与
は

生
活
費
か
ら
、
生
活
費
は
食
糧
価
格
か
ら
、
食
糧
生
産
費
は
食
糧
生
産
者
に
支
払
わ
れ
る
給
与
か
ら
、
独
立
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。 

  

経
済
的
均
衡
の
諸
条
件
（
方
程
式
）
は
き
わ
め
て
多
数
の
諸
量
―
―
そ
れ
ら
を
我
々
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、・
・
・

と
表
わ
そ
う
―
―
の
あ
い
だ
に
諸
関
係
を
設
定
す
る
。
現
実
に
は
こ
れ
ら
諸
量
の
う
ち
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、

例
え
ば
Ａ
は
他
の
す
べ
て
の
諸
量
Ｂ
、
Ｃ
、
・
・
・
に
依
存
す
る
。
し
か
し
Ｂ
、
Ｃ
、
・
・
・
の
う
ち
か
ら
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一
つ
、
例
え
ば
Ｂ
を
選
び
、
そ
し
て
そ
の
他
す
べ
て
は
既
知
量
で
あ
る
と
想
定
せ
よ
。
そ
の
場
合
に
は
Ａ

は
た
だ

・

・

Ｂ
に・

の
み

・

・

依
存
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
論
は
条
件
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
と
し

て
正
し
く
、
こ
の
条
件
が
消
滅
す
れ
ば
ま
ち
が
い
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
次
章
で
見
る
予
定
の
、
か
な
り

重
要
な
あ
る
種
の
詭
弁
は
ま
さ
し
く
こ
の
条
件
の
多
少
と
も
隠
ぺ
い
さ
れ
た
省
略
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

価
値
は
、
生
産
に
お
い
て
費
や
さ
れ
る
労
働
を
含
め
て
多
数
の
状
況
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て

の
状
況
が
予
め
決
定
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
価
値
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
に
依
存
す
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
の
命
題
は
条
件
明
示
の
も
と
で
あ
れ
ば
正
し
く
、
そ
れ
が
省
略
さ
れ
る
場
合
に
は
誤
謬
で

あ
る
。 

 

こ
の
種
の
詭
弁
は
し
ば
し
ば
や
や
異
な
る
形
を
取
る
。
経
済
的
均
衡
の
諸
条
件
（
方
程
式
）
は
い
ま
述

べ
た
よ
う
に
諸
量
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、・
・
・
の
あ
い
だ
の
諸
関
係
を
設
定
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
量
、

あ
る
い
は
複
数
の
量
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
・
・
・
が
変
動
す
る
場
合
に
は
Ａ
も
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
結
果
す

る
。
い
ま
仮
定

・

・

と・

し
て

・

・

量
Ｃ
、
Ｄ
、
・
・
・
を
一
定
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
Ａ
は
も
っ
ぱ
ら
Ｂ
が
変
動

す
る
場
合
に
の
み
変
動
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
命
題
は
先
の
場
合
と
同
様
、
条
件
明
示
の

も
と
で
あ
れ
ば
正
し
く
、
こ
の
条
件
が
な
い
場
合
に
は
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
詭
弁
と
い
う
も
の
は
、
次

章
で
そ
の
例
を
見
る
予
定
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
条
件
を
省
略
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
隠
ぺ
い
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。 

 

多
く
の
論
者
が
、
資
本
と
労
働
そ
れ
ぞ
れ
の
「
貢
献
度
」
が
近
年
ど
の
よ
う
に
変
動
し
て
き
た
か
を
研

究
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
の
実
際
上
の
難
し
さ
は
さ
し
あ
た
り
措
く
と
し
て
、
そ
う
し
た
研
究
が
こ
の
貢

献
度
を
正
確
に
教
え
て
く
れ
る
も
の
と
想
定
し
よ
う
。
楽
観
的
な
経
済
学
者
は
、
資
本
の
貢
献
度
の
ほ
う

が
労
働
の
貢
献
度
よ
り
も
増
加
速
度
が
小
さ
い
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
こ
か
ら
労
働
者
の
状

況
は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
。
悲
観
的
経
済
学
者
は
、
資
本
の
貢
献
度
の
ほ
う
が
労
働

の
貢
献
度
よ
り
も
増
加
速
度
が
大
き
い
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
こ
か
ら
労
働
者
の
状
況
は
悪

化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。 

 

こ
れ
ら
の
結
論
は
共
に
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
資
本
家
と
労
働
者
が

分
け
あ
う
生
産
物
の
量
が
固
定
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
先
に

挙
げ
た
推
論
に
お
い
て
生
産
物
価
格
か
ら
独
立
の
生
産
費
な
る
も
の
が
存
在
し
、
ま
た
予
め
固
定
さ
れ
た

給
与
資
金
が
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
生
産
物
の
量
は
可
変
的
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
あ
る
未
知
の
生
産
物
の
半
分
が
同
じ
く
未
知
の
別
の
生
産
物
の
三
分
の
二
よ
り
も
多
い
か
少
な
い

か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
商
品
の
輸
送
は
こ
こ
で
は
人
の
背
に
乗
せ
て
行
な
わ
れ
、
か
し
こ
で

は
鉄
道
で
行
な
わ
れ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
資
本
の
貢
献
度
は
ほ
と
ん
ど
零
で
あ
る
。
商
品
を
運
搬
す
る

人
間
の
貢
献
度
が
輸
送
価
格
の
ほ
と
ん
ど
全
体
を
吸
収
す
る
。
後
者
の
場
合
に
は
資
本
の
貢
献
度
は
著
し

く
、
人
間
の
貢
献
度
は
資
本
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
い
。
し
か
し
、
た
と
え
比
率
は
小
さ
く
と
も

絶
対
数
は
は
る
か
に
大
き
い
。
た
し
か
に
、
重
い
荷
物
を
背
負
う
た
め
に
機
械
工
の
職
を
進
ん
で
捨
て
る

者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
羽
の
雀
の
十
分
の
九
は
一
羽
の
が
ち
ょ
う
の
半
分
よ
り
も
食
す
べ
き
量
と
し
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て
は
小
さ
い
。 

 

経
済
的
均
衡
を
決
定
す
る
方
程
式
の
体
系
を
解
か
な
く
と
も
よ
い
価
格
を
発
見
す
る
た
め
に
、
次
の
よ

う
な
議
論
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
価
格
の
あ
る
一
定
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。 

 

生
産
物
の
価
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
人
は
あ
る
品
物
に
つ
い
て
、
も
し
自
分
自

身
で
そ
れ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
少
な
い
出
費
で
そ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
ま
か
な
う
た
め
に
交
換
に
訴
え
る
こ
と
は
誰
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
価
格
が
越
え

て
は
な
ら
な
い
限
界
は
こ
こ
に
あ
る
、
と
。
こ
の
理
論
は
、
こ
れ
に
固
有
の
誤
謬
と
、
生
産
費
の
理
論
の

も
つ
誤
謬
と
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
こ
の
考
え
方
の
場
合
、
一
定
の
生
産
費
が
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
が
承
知
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
生
産
費
は
生
産
物
の
価
格
か
ら
独
立
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
大
部
分
の
品
物
に
関
し
て
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
限
界
な

る
も
の
は
あ
ま
り
に
現
実
か
ら
遊
離
し
て
お
り
、
我
々
に
何
か
教
え
る
も
の
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
懐

中
時
計
、
帽
子
、
服
、
等
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を
か
つ
て
一
度
も
作
っ
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
も
し
そ
れ
ら

を
自
分
で
作
っ
た
な
ら
ど
の
く
ら
い
費
用
が
か
か
る
か
を
、
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
の
た
め
に
私
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
限
界
を
知
る
た
め
に
、
コ
ー
ヒ
ー
を
手

に
入
れ
る
べ
く
自
分
で
ブ
ラ
ジ
ル
に
行
き
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
運
ぶ
に
は
い
く
ら
か
か
る
か
を
私
は

調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
さ
ら
に
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
行
く
の
か
。
私
を
運
ぶ
船

も
私
は
自
分
で
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

 

こ
の
理
論
を
さ
ら
に
一
層
馬
鹿
げ
た
も
の
に
す
る
や
り
方
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
考
察
さ
れ
る
個
人

が
問
題
の
品
物
を
手
に
入
れ
る
際
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
場
合
を

正
当
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
は
資
本
な
し
で
生
産
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
ず
る
誤
謬
に
つ
い
て
は

無
視
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
の
例
を
再
び
取
り
上
げ
て
、
あ
る
個
人
が
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖
、
コ
ー
ヒ
ー

ポ
ッ
ト
、
コ
ッ
プ
、
等
を
手
に
す
る
た
め
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
全
て
の
労
働
を
挙
げ
て
み
ら
れ
た
い
。

こ
れ
は
全
く
と
て
つ
も
な
い
話
と
な
る
。 

 

給
与
の
総
額
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
人
は
誰
も
彼
が
自
ら
の
労
働
か
ら
直
接
に
引
き
出

し
う
る
も
の
よ
り
も
少
な
い
給
与
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
単
純
な
所
見
が
あ
ま

た
の
理
論
の
基
礎
で
あ
る
。 

一
． 

一
人
の
人
間
が
自
ら
の
労
働
か
ら
直
接
に
引
き
出
し
う
る
も
の
は
上
限
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

「
資
本
主
義
社
会
」
に
お
い
て
は
給
与
は
確
実
に
こ
の
上
限
に
及
ば
な
い
こ
と
が
ま
ず
は
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
命
題
は
、
部
分
は
全
体
よ
り
も
小
で
あ
る
と
い
う
公
理
と
同
様
に
全
く
自
明
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
我
々
が
見
た
よ
う
に
こ
れ
は
全
く
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
量
の
一
部
が
別
の
あ
る
量

の
一
部
と
比
較
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
種
の
体
制
の
も
と
で
は
生
産
物
の
総
量
が
増
大
す
る
こ

と
を
示
す
証
明
の
試
み
が
い
く
つ
か
な
さ
れ
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
は
経
験
上
も
事
実
上
も
根
拠

が
あ
る
と
は
ま
ず
思
わ
れ
な
い
。
さ
ら
に
仮
に
そ
の
よ
う
な
体
制
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
力
に

よ
っ
て
強
制
す
る
必
要
は
全
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
由
競
争
の
作
用
に
よ
っ
て
簡
単
に
別
の
体
制

に
取
っ
て
代
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
的
競
争
を
征
服
し
え
た
国
営
企
業
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
。
国
営

企
業
は
存
続
し
て
い
く
た
め
に
は
一
般
に
独
占
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。 
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二
． 

次
の
よ
う
に
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
あ
る
人
間
が
自
ら
の
労
働
か
ら
直
接
に
獲
得
し
う
る
も
の

よ
り
も
給
与
の
ほ
う
が
低
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
給
与
生
活
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
生
ず
る

の
か
。
答
え
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
人
々
が
人
為
的
状
況
に
よ
っ
て
、
直
接
に
労
働
に

従
事
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
労
働
す
る

許
可
を
あ
る
種
の
人
々
か
ら
買
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
一
定
額
を
支
払
う
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
そ
の
分
だ
け
自
分
の
労
働
か
ら
獲
得
す
る
生
産
物
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
了
解
さ
れ
れ
ば
、
労
働
者
の
運
命
を
改
善
す
る
た
め
に
は
あ
る
種
の
人
々
を
し
て
労
働
の
許

可
（faculté

）
を
売
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
特
権
を
廃
止
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
仕
事
を
実
行
す
る
に
は
実
際
上
の
困
難
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
理
論
上
は
そ
の
効

果
は
確
実
で
あ
る
、
と
。
倫
理
的
無
駄
口
は
と
も
か
く
と
し
て
事
実
の
地
盤
に
身
を
置
く
な
ら
ば
、
労
働

の
統
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
の
理
論
の
基
礎
に
あ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
考
え
方
で
あ
る
。 

三
． 

さ
ら
に
、
人
が
直
接
的

・

・

・

に・

労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
状
況
に
つ
い
て
明
確
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

も
包
括
的
な
理
論
、
し
た
が
っ
て

も
誤
り
の
少
な
い
理
論
は
、
労
働
者
が
生
産
手
段

す
な
わ
ち
私
物
化
さ
れ
て
い
る
不
動
産
資
本
お
よ
び
動
産
資
本
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
状
況
の

本
質
が
あ
る
と
す
る
理
論
で
あ
る
。 

 

こ
の
事
態
を
治
療
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
す
べ
て
の
資
本
を
労
働
者
の
あ
い
だ
で
共
有
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
こ
れ
は
共
産
主
義
者
の
考
え
方
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
近
代
無
政
府
主
義
者
の
考
え
方
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
資
本
を
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
個
々
人
か
ら
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
集
産
主
義
（collectivism

e

）
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
他
の
も
の

よ
り
も
大
い
に
優
れ
て
い
る
。
未
開
人
は
文
明
人
よ
り
も
多
く
の
幸
福
を
享
受
し
て
い
る
と
主
張
し
、
給

与
は
労
働
者
が
自
ら
の
労
働
か
ら
直
接

・

・

に・

引
き
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
も
の
よ
り
も
低
い
と
信
じ
て
い
る
集

産
主
義
者
が
実
際
に
存
在
す
る
（
１
）
。
し
か
し
こ
れ
は
集
産
主
義
の
教
説
の
帰
結
で
は
決
し
て
な
い
。
集
産

主
義
の
教
説
は
資
本
の
私
物
化
の
体
制
に
お
け
る
労
働
者
の
給
与
を
資
本
の
集
産
制
の
も
と
に
お
け
る
給

与
と
比
較
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
い
に
異
な
る
。
問
題
が
こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、

集
産
主
義
体
制
は
労
働
者
の
幸
福
を
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
こ
と
に
は
、
厳
密
に
経
済
学
的

観
点
か
ら
し
て
愚
か
し
い
も
の
は
な
に
も
な
い
。
こ
の
体
制
に
反
論
と
し
て
対
置
し
う
る
の
は
、
統
治
組

織
の
実
践
的
困
難
あ
る
い
は
人
間
の
あ
る
種
の
心
理
的
特
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
全
く
別
種
の
考
慮
の
み

で
あ
る
。
こ
こ
は
こ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
給
与
と
労
働
の
直
接
的

・

・

・

産
物
と

を
比
較
す
る
理
論
の
検
討
に
限
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

（
１
） A
lfred B

ertland, A
u pays des B

a-R
ots; H

aut Zam
bése, p.308. 

に
引
用
さ
れ
て
い
る C

oillard 

氏

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
私
は
こ
れ
ら
の
住
民
が
沈
ん
で
い
る
腐
敗
の
深
渕
に
つ
い
て
も
、
か
れ
ら
が
蒙
っ
て
い
る
肉
体

的
、
精
神
的
苦
痛
に
つ
い
て
も
、
何
も
述
べ
な
か
っ
た
。
問
題
は
余
り
に
痛
切
で
広
大
で
あ
る
。
遠
く
か
ら
見
れ
ば
、
原
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始
的
で
、
呑
気
で
、
先
の
こ
と
を
気
に
か
け
ず
、
明
日
に
成
算
を
も
っ
た
こ
と
も
な
く
、
月
の
光
に
歌
う
こ
れ
ら
の
住
民

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
あ
る
種
の
詩
の
後
光
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
可
能
性
が
た
し
か
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
我
々

は
言
お
う
、
か
れ
ら
は
か
つ
て
幸
福
を
知
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
歌
を
短
調
で
聞
い
て
み

よ
。
そ
れ
ら
は
う
め
き
声
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
声
が
、
か
れ
ら
の
心
は
黒
い
、
つ
ま
り
悲
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
を

聴
き
取
る
が
よ
い
。・
・
・
黒
い
。
そ
う
、
か
れ
ら
の
皮
膚
の
よ
う
に
黒
い
の
だ
。
そ
し
て
生
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
か
れ
ら

は
た
え
ず
苦
し
み
の
象
徴
と
仕
着
せ
を
身
に
つ
け
て
人
生
を
渡
る
の
で
あ
る
。
」 

 
 

こ
う
し
た
住
民
を
羨
む
わ
が
善
良
な
社
会
主
義
者
た
ち
は
か
れ
ら
と
運
命
を
共
に
し
に
行
く
こ
と
は
用
心
し
て
差
し

控
え
る
。
か
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
極
致
を
何
の
や
ま
し
さ
も
な
く
享
受
す
る
。
か
れ
ら
の
う
ち
の
幾
人
か
は
非
常
に

金
持
ち
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
剰
余
価
値
と
剰
余
労
働
の
莫
大
な
総
体
を
意
味
す
る
多
大
の
「
資
本
」
を
も
っ
て
い
た
。 

  

こ
う
し
た
理
論
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
魅
力
的
な
単
純
さ
と
厳
密
さ
の
外
観
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

集
産
主
義
に
比
べ
て
包
括
性
が
格
段
に
低
く
、
た
だ
一
種
類
の
資
本
す
な
わ
ち
不
動
産
資
本
の
み
を
考
察

す
る
。
そ
の
言
う
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
耕
す
こ
と
の
で
き
る
未
耕
地
が
存
在
す
る
限
り
、
資
本
家
は
労
働

者
を
搾
取
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
労
働
者
の
労
働
の
産
物
の
一
部
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
労
働
者
は
資
本
家
の
も
と
を
去
っ
て
自
由
な
土
地
に
働
き
に
行
く
た
め
の
手
段
を
つ

ね
に
も
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。 

（
１
） 

こ
の
理
論
を
展
開
し
た
の
は Loria

氏
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
優
れ
た
反
論
は G

.Valenti 

氏

の
も
の
で
、G

iornale degli E
conom

isti, R
om

e, 1899. 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
理
論
は
暗
黙
の
う
ち
に
二
つ
の
前
提
を
置
い
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
土
地
の
耕
作
が
動
産
資

本
な
し
で
も
可
能
で
あ
り
利
益
が
出
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
次
に
は
人
は
誰
で
も
土
地
の

耕
作
に
従
事
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
開
拓
地
の
主
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
前
提
で
あ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
前
提
は
共
に
ま
ち
が
い
で
あ
り
、
我
々
は
こ
こ
に
あ
る
種
の
詭
弁
の
い
つ
も
の
や
り
口
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
論
証
上
疑
問
の
残
る
点
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
速
く
通
り
過
ぎ
、
難
し
い

問
題
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
長
々
と
論
ず
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。 

動
産
資
本
な
し
で
は
土
地
の
耕
作
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
見
る
た
め
に
は
ほ
ん
の
少
し
注
意
し
て

み
れ
ば
十
分
で
あ
る
（
１
）
。
家
屋
の
中
の
資
本
、
例
え
ば
道
具
類
、
家
畜
、
地
下
穴
、
鋤
の
轅

な
が
え

、
等
を
見

る
た
め
に
は
ま
わ
り
を
見
渡
せ
ば
よ
く
、

貧
の
農
業
経
営
で
も
こ
う
し
た
も
の
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。

土
地
を
耕
作
す
る
た
め
に
必
要
な
動
産
資
本
が
昔
は
い
か
に
貴
重
で
あ
っ
た
か
を
認
識
す
る
た
め
に
は

歴
史
を
調
べ
て
み
れ
ば
よ
い
。
牛
の
品
種
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
宗
教
的
命
令
は
お
そ
ら
く
家
畜
用
の
牛

を
保
護
す
る
こ
と
の
社
会
的
効
用
を
起
源
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
２
）
。
歴
史
に
お
け
る
、
ま
た
今
日
に

お
け
る
諸
事
実
は
我
々
に
家
畜
の
全
き
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
家
畜
は
農
村
経
営
に
お
い
て

必
要
な
多
く
の
資
本
の
う
ち
の
た
だ
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。 

 

（
１
） 

昔
か
ら
耕
作
者
の
破
産
の
原
因
は
余
り
に
広
い
土
地
を
余
り
に
僅
か
な
資
本
で
耕
作
し
よ
う
と
し
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た
か
ら
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
我
々
が
す
で
に
第
三
章
で
引
用
し
た
コ
リ
ュ
メ
ル
（C

olum
elle

）
の
教
え
、Laudato 

ingentia rura, exiguum
 colito 

を
忘
れ
た
の
で
あ
る
。 

（
２
） 

こ
の
事
実
は
ア
ー
リ
ア
人
（A

ryas

）
の
み
な
ら
ず
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
代
文
明
に
も
十
分
に

認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
伝
説
を
我
々
に
知
ら
し
め
た
著
者
た
ち
は
こ
の
事
実
を
し
ば
し
ば
感
情
的
理
由
―
―
こ
れ
は

原
始
民
族
の
考
え
方
か
ら
は
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
の
だ
が
―
―
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。Varr., D

e re rust., 

Ⅱ, 5 

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
家
畜
は
農
業
労
働
に
お
い
て
は
人
間
の
仲
間
で
あ
り
、
豊
穣
の
神
ケ
レ
ス
の
代
行
者
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
た
め
に
古
人
た
ち
は
家
畜
を
い
た
わ
り
、
家
畜
を
消
耗
さ
せ
る
人
間
を
死
刑
に
処
し
た
。
」
キ
ケ
ロ
はD

e 

nat. deor., 

Ⅱ, 63 

で
黄
金
時
代
に
は
家
畜
の
有
用
性
が
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と

は
犯
罪
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。Tanta putabatur utilitas percipi ex bobus, ut eorum

 visceribus 

vesci scelus haberetur. 

そ
し
て
彼
の
翻
訳
に
よ
るA

ratus 

の
詩
句
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
牛
を

敢
え
て
い
け
に
え
と
し
て
屠
殺
す
る
。
鉄
の
種
族
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 A

E
lian., 

Ⅱ, Var. hist., V, 14; 

A
th., IX, p.375C

; Plat…
, D

e leg., V
I, p.782C

. 
ア
テ
ネ
で
は
（
ギ
リ
シ
ャ
語
一
語
）
と
言
わ
れ
る
祝
祭
が
祝
わ

れ
た
。
そ
の
祝
祭
の
主
た
る
行
事
は
牛
の
供
犠
で
あ
っ
た
。
牛
を
い
け
に
え
と
し
て
殺
し
た
神
官
は
恐
怖
に
と
ら
わ
れ

て
逃
走
し
た
。
五
百
人
評
議
会
の
会
場
近
く
で
開
催
さ
れ
殺
害
者
を
裁
く
裁
判
所
は
牛
の
屠
殺
の
張
本
人
を
探
し
た
が
、

結
局
は
牛
を
殺
し
た
斧
を
見
つ
け
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
斧
は
海
に
投
げ
こ
ま
れ
た
。 

  

サ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
古
代
法
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
今
日
で
は
大
部
分
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
が
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
権
利
契
約

は
、
社
会
の
揺
籃
期
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
全
面
的
成
熟
に
き
わ
め
て
接
近
し
た
時
期
に
お
い
て
も
、

有
角
動
物
に
つ
け
ら
れ
た
価
格
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。
去
勢
さ
れ
た
雄
牛
、
去
勢
さ
れ
て
い
な
い
雄
牛
、

仔
を
生
ん
で
い
な
い
若
い
牝
牛
に
つ
い
て
の
叙
述
に
出
合
わ
ず
に
数
ペ
ー
ジ
を
繰
る
こ
と
は
相
当
に
難
し

い
。
馬
、
羊
、
豚
、
犬
・
・
・
の
こ
と
も
そ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
る
。
語
原
学
的
法
律
的
な
い
く
つ
か
の

特
徴
が
原
始
時
代
に
お
け
る
去
勢
牡
牛
の
重
要
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
資
本

・

・ capital

（
去
勢
牡
牛
の
頭
数
、

家
畜
）
と
い
う
言
葉
は
、
法
律
用
語
の
一
つ
を
生
み
出
し
、
ま
た
例
の
政
治
経
済
学
用
語
の
一
つ
を
生
み

出
し
た
。
・
・
・
原
始
ロ
ー
マ
法
は
去
勢
牡
牛
を

高
の
部
類
の
う
ち
に
位
置
づ
け
、
土
地
や
奴
隷
と
い
っ

し
ょ
に
そ
れ
を
所
有
物 res m

ancipi 

の
う
ち
に
算
入
し
て
い
た
。
他
の
多
く
の
状
況
に
お
け
る
と
同
様
、

財
産
に
関
す
る
こ
の
決
定
の
法
的
威
厳
は
ロ
ー
マ
人
に
あ
っ
て
は
イ
ン
ド
人
に
お
け
る
所
有
に
関
す
る
決

定
の
宗
教
的
威
厳
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
・
・
こ
の
種
の
家
畜
が

高
の
価
値
を
獲
得
す

る
の
は
人
間
集
団
が
土
地
区
分
に
し
た
が
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
穀
物
栽
培
に
従
事
し
て
い
る
と
き
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
１
）
。
」
当
時
土
地
は
「
未
占
拠

リ

ー

ブ

ル

」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
耕

作
す
る
た
め
に
は
去
勢
牡
牛
が
必
要
で
あ
っ
た
。
「
去
勢
牡
牛
は
当
時
に
あ
っ
て
は
―
―
と
若
者
は
続
け

る
―
―
、
今
日
の
経
済
学
者
な
ら
ば
耕
作
地
に
充
当
せ
ら
れ
る
資
本
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
ほ
と
ん

ど
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
・
・
・
著
者
『
中
世
に
お
け
る
農
業
と
価
格
』
に
お
い
て
ソ
ロ
ー
ル
ド
・
ロ
ジ

ャ
ー
ス
（Thorold R

ogers

）
は
次
の
よ
う
な
随
伴
的
な
二
つ
の
事
実
を
完
全
に
明
ら
か
に
し
た
。
一
つ
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は
古
く
か
ら
存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
国
々
に
お
い
て
さ
え
比
較
的

近
に
至
る
ま
で
農
地
が
過
剰
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は

も
粗
雑
な
形
態
の
も
の
で
あ
れ
資
本
が
不
足
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」
（
一
八
八
頁
）
。
次
い
で
著
者
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
家
畜

・

・

に・

食
わ
せ
る

・

・

・

・

こ
と
の
実
際
に
つ
い

て
語
り
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
当
時
に
お
け
る
真
の
困
難
は
土
地
を
手
に
入
れ
る
こ
と
よ
り
も
む
し

ろ
そ
れ
を
耕
す
手
段
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。」
問
題
を
徹
底
的
に
、
そ
し
て
先
入
観
な
し
に
研
究

し
た
著
者
の
次
の
文
章
は
特
徴
的
で
あ
る
。
「
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
資
本

・

・ capital

の
必
要
性
は

小
耕
作
者
の
上
に
の
し
か
か
る
重
圧
で
あ
り
、
と
き
に
は
彼
を
悲
惨
な
極
貧
状
態
に
ま
で
追
い
つ
め
た
」

（
一
八
九
頁
）。
封
建
君
主
は
臣
下
に
土
地
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
を
配
下
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
封
建
君
主
は
臣
下
に
家
畜
を
供
給
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
主
君
の
手
か
ら

家
畜
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
族
の
構
成
員
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
新
し
い
状
況
は
受
け
取
る
家
畜
の

量
に
従
っ
て
変
化
し
た
。
多
く
受
け
取
る
に
つ
れ
て
条
件
は
悪
く
な
っ
た
」
（
一
九
八
頁
）
。 

 

今
日
で
も
カ
フ
ィ
ー
ル
族
の
あ
い
だ
で
は
族
長
は
そ
の
配
下
に
家
畜
を
供
給
す
る

・

・

・

・

。
一
八
九
八
年
、
カ

フ
ィ
ー
ル
族
を
金
鉱
に
お
び
き
寄
せ
る
た
め
に
雇
用
契
約
条
件
と
し
て
各
人
に
一
頭
の
雄
牛
を
与
え
る
こ

と
が
提
案
さ
れ
た
。
カ
フ
ィ
ー
ル
族
が
鉱
山
に
働
き
に
行
こ
う
と
決
心
し
た
の
は
主
と
し
て
こ
の
雄
牛
を

手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
こ
の
提
案
の
正
し
さ
は
実
証
さ
れ
た
。 

 

文
明
国
の
近
代
農
業
に
お
い
て
動
産
資
本
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
い
か
な
る
資
本
も
な
し
に
化
学
肥
料
を
手
に
入
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
チ

リ
硝
石
を
求
め
て
チ
リ
ま
で
行
き
、
リ
ン
酸
石
灰
を
求
め
て
鉱
山
ま
で
赴
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
輸
送
手

段
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
多
大
な
蓄
積
を
資
本
に
変
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
多
く
の
労
働
者

が
「
資
本
家
」
に
よ
っ
て
乾
燥
状
態
に
せ
ら
れ
た
か
つ
て
の
沼
沢
地
帯
の
上
で
生
計
を
立
て
る
手
段
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
沼
沢
地
帯
が
「
無
料
の
土
地
」
で
あ
っ
た
と
き
に
は
そ
こ
に

定
住
し
よ
う
と
し
た
人
間
は
お
そ
ら
く
マ
ラ
リ
ア
熱
で
命
を
奪
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
た
と
え
マ
ラ
リ

ア
熱
が
か
れ
ら
を
見
逃
し
た
と
し
て
も
か
れ
ら
は
餓
死
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
農
業
用
機
械
は
現
在
ま
で

の
と
こ
ろ
天
か
ら
降
っ
て
き
て
は
い
な
い
。
ロ
ー
ス
ト
さ
れ
た
ひ
ば
り
が
天
か
ら
降
っ
て
口
に
入
っ
て
来

た
こ
と
も
な
い
。 

 

多
く
の
人
間
は
農
業
労
働
に
従
事
す
る
の
に
必
要
な
資
質
を
全
く
備
え
て
い
な
い
。
繰
り
返
し
行
な
わ

れ
た
試
み
が
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
農
業
移
民
を
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
例
え
ば
ブ
ラ
ジ

ル
の
よ
う
な
国
が
大
都
市
の
住
民
の
中
の
屑
の
部
分
が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
に
は
正
当
な
理
由

が
あ
る
。
あ
り
う
る
誤
解
を
正
す
た
め
に
は
誰
か
移
民
周
旋
人
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
れ
ば
よ

い
。
無
料
の
土
地
と
、
さ
ら
に
は
無
料
の
動
産
資
本
を
与
え
て
さ
え
、
十
分
で
は
な
い
。
加
え
て
必
要
な

の
は
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
能
力
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
多
く
の
人
間
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

近
代
の
あ
ら
ゆ
る
大
都
市
に
は
一
部
は
社
会
の
屑
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
悲
惨
な
赤
貧
階
級
が
存

在
す
る
。
こ
の
悲
惨
は
落
伍
者
た
ち
は
我
々
の
憐
憫
の
情
を
刺
激
し
、
か
れ
ら
の
不
幸
の
原
因
と
し
て
社
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会
組
織
が
非
難
さ
れ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
人
々
が
「
無
料
の
土
地
」
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、

か
れ
ら
は
自
ら
を
有
用
の
存
在
た
ら
し
め
、
幸
福
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
人
は
考
え
る
（
１
）
。

こ
れ
ほ
ど
ま
ち
が
っ
た
考
え
は
な
い
。
も
し
か
れ
ら
を
「
無
料
の
土
地
」
の
ま
ん
な
か
で
か
れ
ら
自
身
の

力
に
委
ね
た
な
ら
ば
、
そ
の
土
地
が
い
か
に
広
く
肥
沃
で
あ
っ
て
も
か
れ
ら
は
危
機
的
難
局
を
切
り
抜
け

る
能
力
を
も
た
ず
、
す
み
や
か
に
餓
死
す
る
で
あ
ろ
う
（
２
）
。
社
会
組
織
は
か
れ
ら
の
悲
惨
の
原
因
で
あ
る

ど
こ
ろ
か
、
か
れ
ら
の
延
命
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

第
四
章
参
照
。 

（
２
） 

ず
っ
と
昔
か
ら
こ
う
し
た
堕
落
者
は
存
在
し
た
。
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
』
で
はIrus

が
こ
う
し
た
存
在

と
し
て
登
場
す
る
。
彼
は
絶
え
間
な
く
飲
み
食
い
し
、
し
か
も
全
く
の
無
芸
で
あ
る
。
叙
事
詩
作
家
（
ホ
メ
ロ
ス
）

は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
社
会
」
を
責
め
て
い
な
い
。
当
時
人
々
は
ま
だ
不
節
制
な
人
間
に
模
範
を
示
す
た
め
に
、

節
制
家
に
対
し
て
禁
欲
を
説
教
す
る
こ
と
は
発
明
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
正
確
に
言
え
ば
、
王
子
が
ま
ち
が

い
を
犯
し
た
と
き
に
非
難
さ
れ
る
小
姓
の
逸
話
を
思
い
出
さ
せ
る
。
『
イ
リ
ア
ッ
ド
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
』
に
登

場
す
る
エ
リ
ー
ト
は
精
気
と
生
命
力
に
満
ち
て
お
り
、
没
落
期
の
エ
リ
ー
ト
の
感
傷
的
悪
癖
に
は
ふ
け
ら
な
い
。 

 
E

urym
aque

は
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
に
適
当
な
賃
金
で
（
ギ
リ
シ
ャ
語
四
語
）
働
く
こ
と
を
提
案
し
た
後
で
次
の
よ

う
に
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
れ
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
を
も
う
一
人
のIrus

と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
「
し
か
し
君
は
労
働
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
君
は
人
々
の
あ
い
だ
を
乞
食
し
て

ま
わ
る
ほ
う
が
好
き
な
の
だ
。
」
（O

dyss., XV
III, 362-363

）。 

 

年
老
い
た
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
き
ょ
う
だ
い
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
彼
は
自
分
の
ま
わ
り
に
こ
の
よ
う
な

人
間
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
た
と
え
君
が
働
い
て
金
持
ち
に
な
っ
た
と
し
て
も
の
ら
く
ら
し
て
暮
す
連
中
は

君
を
羨
む
だ
ろ
う
」
（O

p. et d. 312-313

）。 

 

現
在
ロ
ン
ド
ン
で
は
生
存
競
争
の
敗
北
者
の
避
難
所
は
港
湾
労
働
者

ド

ッ

カ

ー

の
な
か
に
あ
る
。
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ポ
ッ
タ

ー
（B

eatrice Potter

）
に
よ
れ
ば
「
港
湾
労
働
者
の
あ
い
だ
に
は
、
精
神
的
肉
体
的
水
準
の
差
異
に
か
な
り
の

程
度
照
応
す
る
、
生
活
能
力
の
諸
等
級
が
存
在
す
る
」
（Labour and life of the people, I.

）。 

 

 

人
の
配
下
と
し
て
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
き
わ
め
て
有
能
で
あ
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
経

営
と
同
じ
く
農
業
経
営
を
管
理
す
る
に
必
要
な
先
見
の
資
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
欠
け
る
、
右
と
は
別
の

人
々
が
存
在
す
る
。
こ
の
種
類
の
人
々
が
無
料
の
土
地
に
直
接
に
投
入
せ
ら
れ
た
か
れ
ら
自
身
の
労
働
か

ら
引
き
出
し
う
る
生
産
物
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は

零
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ス
で
さ
え
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
種
類
の
人
々
は
農
業
経
営

に
ど
う
し
て
も
必
要
な
動
産
資
本
を
多
分
消
費
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

一
八
九
一
年
フ
ラ
ン
ス
、
モ
ン
チ
ュ
ー
の
会
社
が
、
開
発
を
認
可
さ
れ
た
払
下
げ
地
の
経
営
を
放
棄
し

た
。
そ
こ
の
労
働
者
た
ち
は
あ
る
慈
善
家
（
１
）

に
金
銭
的
に
援
助
さ
れ
て
、
直
接
に
坑
山
を
経
営
す
る
た
め

に
自
ら
団
体
を
構
成
し
た
。 

（
１
）
マ
リ
ノ
ー
ニ
（M

arinoni

）
氏
は
五
万
フ
ラ
ン
を
譲
渡
し
た
。
他
に
莫
大
な
無
償
給
付
が
リ
ヨ
ン
、
サ
ン
・
エ
チ

エ
ン
ヌ
、
ロ
ア
ン
ヌ
等
の
市
当
局
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
。 
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「
作
業
は
一
八
九
二
年
か
ら
開
始
さ
れ
―
―
モ
ン
チ
ュ
ー
の
炭
坑
夫
抗
山
運
営
会
議
は
『
こ
れ
は
労
働

者
か
ら
構
成
さ
れ
る
』
と
自
ら
を
規
定
し
て
い
る
―
―
が
、
二
、
三
年
す
る
う
ち
に
、
事
業
の
難
し
さ
、

石
炭
の
長
期
に
わ
た
る
低
値
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
労
働
者
の
乱
脈
無
規
律
、
こ
れ
ら
が
事
業
を
破
産
寸
前

に
ま
で
追
い
込
ん
だ
（
１
）
。
一
八
九
五
年
、
会
社
の
資
本
は
す
べ
て
食
い
尽
さ
れ
た
。
損
失
は
五
万
フ
ラ
ン

に
の
ぼ
っ
た
。
給
与
の
支
払
い
は
も
は
や
規
則
正
し
く
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
労
働
者
に
は
給
与
の
ご

く
一
部
し
か
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
う
ち
の
幾
人
も
が
七
五
日
分
に
も
当
る
遅
刻
を
し
て
い
た
。

つ
ま
り
三
〇
〇
フ
ラ
ン
分
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
時
点
で
社
員
の
約
半
数
が
、
成
功
の
望
み
を
失
っ
て
、

一
端
辞
め
た
会
社
に
再
び
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
賃
金
を
清
算
さ
せ
、
株
式

譲
渡
に
正
式
に
サ
イ
ン
し
た
後
で
身
を
引
い
た
。
」 

 

（
１
）
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
・
マ
ル
サ
ン
（Pierre du M

aroussem

）
氏
は
事
業
の

初
の
時
期
に
お
け
る
難
し
さ
に
つ

い
て
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
運
営
会
議
は
全
体
集
会
の
た
び
に
打
倒
さ
れ
て
速
い
テ
ン
ポ
で
次
々
と
交

替
し
た
。
全
体
集
会
の
合
間
の
期
間
に
こ
の
権
力
は
強
化
さ
れ
ず
、
尊
重
さ
れ
る
存
在
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
社
員
の
一
人
は
釜
で
持
場
の
長
を
威
嚇
し
、
別
の
一
人
は
管
理
責
任
者
を
罵
倒
し
た
。
そ
し
て
裁
判
所
は

書
類
不
備
を
理
由
と
し
て
不
規
則
な
が
ら
か
れ
ら
の
除
名
を
宣
告
し
た
（
デ
ス
マ
レ
事
件
）。
こ
の
よ
う
な
命
令
の

難
し
い
こ
と
の
生
き
た
証
拠
は
坑
夫

・

・

所
有

・

・

の・

坑
山

・

・

の・

社
員

・

・

採
炭
工

・

・

・

で
あ
る
か
れ
ら
は
『
全
体
集
会
に
お
け
る
精
力

的
な
抗
議
者
』
で
あ
り
、
『
資
本
主
義
的
運
営
』
と
同
じ
よ
う
な
厚
意
で
も
っ
て
自
分
た
ち
の
選
出
代
表
を
扱
う
。
」 

  

こ
こ
に
は
人
々
の
あ
い
だ
に
働
く
選
択
作
用
が
あ
る
。

初
の
出
発
点
で
は
か
れ
ら
は
す
べ
て
平
等
で

あ
り
、
共
同
の
財
産
に
対
し
て
全
く
同
じ
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
二
つ
の
集
団
に
分
か
れ
る
。

第
一
の
集
団
は
、
明
日
の
百
よ
り
今
日
の
五
十
を
好
む
人
々
で
あ
り
、
か
れ
ら
を
「
搾
取
す
る
」
「
資
本
家
」

を
探
し
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
か
れ
ら
は
「
無
料
の
坑
山
」
を
も
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
に
は
経
営
に
必
要

な
資
本
が
提
供
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
「
労
働
の
統
合
的
産
物
」
を
享
受
し
た
。
こ
う
し
た
並
は
ず
れ

た
有
利
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
れ
ら
は
給
与
を
支
払
わ
れ
る
者
と
し
て
働
く
こ
と
を
好
む
。
第
二
の
集
団

は
未
来
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
す
る
。
か
れ
ら
は
未
来
の
資
本
家
で
あ
る
。
「
残
っ
た
七
十
人
の
株
主
は

―
―
と
運
営
委
員
会
は
言
う
―
―
勇
気
を
失
わ
ず
、
精
力
と
粘
り
を
倍
加
し
て
共
同
の
資
金
の
た
め
に

大
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
に
同
意
し
た
。
他
方
か
れ
ら
が
仲
間
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
き
わ
め
て

少
数
の
補
助
者

・

・

・

は
規
則
的
に
給
与
を
受
け
取
っ
た
。
債
務
者
か
ら
必
要
な
支
払
猶
予
期
間
を
も
ら
っ
て
か

れ
ら
は
企
て
た
事
業
を
継
続
し
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
成
果
に
到
達
さ
せ
た
。」 

 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
補
助
者
」
と
は
何
か
。
た
だ
単
に
給
与
生
活
者
の
こ
と
で
あ
る
。
名
称
が
変

っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
経
済
学
的
重
要
性
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
一
結
果
で
あ
る
。 

 

会
社
の
定
款
の
第
一
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
会
社
は
坑
山
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
各
自
一
株
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
炭
坑
労
働
者
か
ら
も
っ
ぱ
ら
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
規
定
が
実
行
不
可
能
に
な
る
と
「
補
助
者
」
を
容
認
す
る
た
め
に
そ
れ
は
修
正
さ
れ
た
。「
補
助
者
」
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と
は
、
か
れ
ら
が
署
名
さ
せ
ら
れ
た
宣
言
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
「
雇
主
と
労
働
者
と
の
あ
い
だ
で
慣
例
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
規
則
に
し
た
が
っ
て
留
保
お
よ
び
条
件
な
し
に
傭
わ
れ
て
い
る
」
者
の
こ
と
で

あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
組
織
し
な
お
さ
れ
て
会
社
は
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
不
良
だ
っ
た
の
は
坑

山
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
経
営
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

い
か
な
る
議
論
よ
り
も
ソ
シ
エ
テ

・

・

・

・

・
ジ
ェ
ネ
ラ
ー
ル

・

・

・

・

・

・

と
比
較
し
た
場
合
の
坑
夫
所
有
坑
山
の
当
座
預
金

口
座
貸
越
額
の
一
覧
表
の
ほ
う
が
、
組
織
し
な
お
さ
れ
た
事
業
の
発
展
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
。 

      
 

オ
ラ
ー
ニ
ュ
氏
の
計
算
書
（A

） 
 

１
８
９
２
年 

６
月
３
０
日 

 
 
 

７
７
０
，
４
５
フ
ラ
ン 

１
８
９
２
年
１
２
月
３
１
日 

 
 
 

４
１
９
，
０
５
フ
ラ
ン 

１
８
９
３
年 

６
月
３
０
日 

 

１
１
５
１
５
，
９
５
フ
ラ
ン 

   
 

オ
ラ
ー
ニ
ュ
氏
の
計
算
書
（B

） 
 
 
 

開
始 

１
８
９
３
年
７
月
２
１
日 

 

１
８
９
３
年
１
２
月
３
１
日 

 

２
０
６
４
５
，
３
０
フ
ラ
ン 

１
８
９
４
年 

６
月
３
０
日 

 
 

３
８
２
４
，
７
５
フ
ラ
ン 

１
８
９
４
年
１
２
月
３
１
日 

 
 

４
２
４
５
，
６
５
フ
ラ
ン 

１
８
９
５
年 

６
月
３
０
日 

 
 
 

７
３
３
，
８
１
フ
ラ
ン 

１
８
９
５
年
１
２
月
３
１
日 

 
 

５
０
４
３
，
６
１
フ
ラ
ン 

１
８
９
６
年 

６
月
３
０
日 

 
 

４
２
７
１
，
４
６
フ
ラ
ン 

１
８
９
６
年
１
２
月
３
１
日 
 

２
３
３
５
５
，
８
０
フ
ラ
ン 

１
８
９
７
年 

６
月
３
０
日 

 

２
６
８
０
４
，
１
１
フ
ラ
ン 

１
８
９
７
年
１
２
月
３
１
日 

 

３
６
５
５
９
，
１
９
フ
ラ
ン 

１
８
９
８
年
１
２
月
３
１
日 

 

４
７
８
２
６
，
５
１
フ
ラ
ン 
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オ
ラ
ー
ニ
ュ
氏
の
こ
の
二
つ
の
計
算
書
と
は
一
体
何
な
の
か
。
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ー
ル
の
サ
ン
・

エ
チ
エ
ン
ヌ
代
理
店
の
理
事
長
が
そ
れ
を
説
明
す
る
。 

 

「
私
は
モ
ン
チ
ュ
ー
の
坑
夫
所
有
坑
山

・

・

・

・

・

・

に
資
金
を
提
供
す
る
銀
行
家
で
あ
る
が
、
多
種
多
様
な
構
成
員

の
あ
い
だ
に
持
ち
上
っ
た
度
重
な
る
難
問
の
た
め
に
あ
る
時
点
で
す
べ
て
の
銀
行
業
務
を
断
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。
こ
の
不
都
合
に
対
す
る
対
策
と
し
て
会
社
の
経
理
担
当
で
あ
っ
た
オ
ラ

ー
ニ
ュ
氏
は
自
分
の
名
で
口
座
を
開
設
し
、
坑
夫
所
有
坑
山
の
金
融
需
要
が
必
要
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
業
務

を
そ
の
口
座
に
記
載
さ
せ
た
。
」 

 

か
く
し
て
第
一
期
に
は
無
規
律
が
労
働
を
実
効
の
な
い
も
の
に
し
、
構
成
員
の
あ
い
だ
の
反
目
衝
突
が

信
用
を
遠
ざ
け
た
。
第
二
期
に
は
坑
山
が
「
資
本
主
義
的
」
方
式
に
従
っ
て
改
組
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
秩

序
は
再
生
し
、
信
用
は
戻
り
、
事
業
は
繁
栄
す
る
。 

 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
や
い
な
や
、
一
九
〇
一
年
の
初
め
に
「
補
助
者
」
た
ち
が
利
益

の
分
け
前
を
要
求
す
る
。
か
れ
ら
は
犠
牲
の
時
期
に
は
逃
げ
て
い
た
。
果
実
を
享
受
す
る
こ
と
が
日
程
に

上
る
と
か
れ
ら
は
目
を
あ
け
る
（
１
）
。 

 

（
１
） 

裁
判
所
は
問
題
の
審
理
を
委
ね
ら
れ
た
。
モ
ン
チ
ュ
ー
社
は
補
助
者

・

・

・

す
な
わ
ち
給
与
受
給
者
を
も
つ
権
利
を
否

定
さ
れ
た
。 

 

サ
ン
・
エ
チ
エ
ン
ヌ
の
民
事
訴
訟
第
一
法
廷
の
判
決
は
、
自
分
は
正
社
員
と
し
て
業
務
に
従
事
し
て
い
る
と
信

ず
る
に
足
る
よ
う
な
条
件
で
雇
わ
れ
て
い
た
何
人
か
の
補
助
者
は
、
正
社
員
と
し
て
正
式
に
認
め
ら
れ
る
か
、
あ

る
い
は
損
害
賠
償
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
決
定
し
た
。 

 

「
正
社
員
は
―
―
と
『
商
工
法
雑
誌
』（R

evue de droit com
m

ercial et industriel

）
は
言
う
―
―
こ
の

判
決
の
精
神
に
つ
い
て
き
わ
め
て
正
確
に
理
解
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
ら
は
、
新
た
に
補
助
者
を
雇
い
入
れ
る
と

き
に
は
、
あ
る
意
志
表
示
に
署
名
さ
せ
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
か
れ
ら
補
助
者
は
補
助
者
の
資

格
に
お
い
て
の
み
雇
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
労
働
者
と
し
て
臨
時
的
に
の
み
雇
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
普
通
法
と

雇
主
労
働
者
間
の
慣
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
の
み
正
社
員
と
し
て
仕
事
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

一
九
〇
一
年
六
月
十
日
付
の
サ
ン
・
エ
チ
エ
ン
ヌ
の
民
事
裁
判
の
新
た
な
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と

で
は
補
助
者
は
自
ら
を
正
社
員
と
み
な
す
い
か
な
る
権
利
も
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
決
定
し
、
か
れ
ら
が
こ
の

目
的
の
た
め
に
提
起
し
た
要
求
を
退
け
た
。 

  

こ
の
場
面
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
政
治
的
微
生
物
が
生
ま
れ
、
著
し
く
都
合
の
よ
い
ブ
イ
ヨ
ン
培
地
の

中
で
成
長
し
繁
殖
す
る
。
昨
日
の
仲
間
に
対
し
て
「
補
助
者
」
が
た
き
つ
け
ら
れ
る
（
１
）
。
逆
境
の
時
期

に
失
望
落
胆
す
る
こ
と
な
く
、

大
の
犠
牲
を
払
っ
て
し
っ
か
り
と
働
き
、
未
来
に
お
け
る
利
益
の
た
め

に
現
在
の
利
益
を
断
念
し
、
坑
山
を
救
い
雇
主
と
な
っ
た
労
働
者
た
ち
に
対
し
て
ひ
ど
い
悪
口
が
浴
び
せ

ら
れ
る
。
「
無
料
の
坑
山
」
の
理
論
が
十
分
に
広
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
何
人
か
の
共
有
化
論
の
経
済
学

者
は
「
補
助
者
」
た
ち
に
対
し
て
、
か
れ
ら
の
不
幸
は
す
べ
て
「
無
料
の
坑
山
」
が
な
い
こ
と
に
由
来
し
、
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雇
主
が
給
与
生
活
者
を
「
搾
取
す
る
」
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
よ
う
な
坑
山
が
な

い
こ
と
に
よ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
） 

た
し
か
に
か
れ
ら
は
非
難
す
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
雇
主
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
対
す

る
古
来
の
弾
劾
の
断
片
か
ら
カ
ネ
を
得
た
。
サ
ン
・
エ
チ
エ
ン
ヌ
の
あ
る
新
聞
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
八
九
〇
年

の
正
式
の
約
束
が
か
な
り
遠
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
こ
の
時
期
、
人
々
は
黄
金
の
子
牛
を

歯
牙
に
も
か
け
ず
軽
蔑
し
て
い
た
。
識
者
た
ち
の
口
は
田
吾
作
の
背
中
を
愛
撫
す
る
空
虚
で
中
味
の
な
い
壮
語
、

社
会
的

・

・

・

連
帯

・

・

の・

成
果

・

・

た
る

・

・

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

・

・

・

・

・

・

・

・

、
と
い
っ
た
言
葉
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
。
」 

 
 

し
か
し
こ
の
労
働
者
た
ち
は
政
治
家
の
空
虚
な
美
辞
麗
句
に
は
め
ら
れ
る
失
敗
を
し
た
と
し
て
も
、
労
働
に
よ

っ
て
、
ま
た
有
益
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
敗
を
あ
が
な
っ
て
余
り
が
あ
っ
た
。 

  

労
働
の
統
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
の
擁
護
者
は
補
助
者
の
労
働
の
「
統
合
的
産
物
」
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
を
我
々
に
十
分
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
す
べ
て
の
労
働
者
が
補

助
者
た
ち
の
例
に
な
ら
っ
た
な
ら
ば
、
坑
山
は
放
棄
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
労
働
の
産
物
は
、

統
合
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
零
で
あ
ろ
う
。
補
助
者
た
ち
が
一
定
の
生
産
物
を
手
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
た
だ
、
か
れ
ら
に
は
欠
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
か
れ
ら
は
行
使
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
、
忍

耐
力
、
辛
抱
、
節
倹
と
い
っ
た
資
質
を
他
の
労
働
者
た
ち
が
持
ち
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
が
故
で
あ
る
。 

 

モ
ン
チ
ュ
ー
坑
山
の
経
営
の
成
功
は
一
部
は
労
働
者
の
エ
リ
ー
ト
部
分
の
活
動
力
、
忍
耐
力
、
そ
し
て

先
見
性
を
備
え
た
犠
牲
的
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
部
は
か
れ
ら
の
坑
山
経
営
の
並
は
ず
れ
て

有
利
な
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
経
営
に
必
要
な
動
産
資
本
が
無
料
で
提
供
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、

き
わ
め
て
有
利
な
技
術
的
条
件
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
坑
山
技
師
ラ
ピ
エ
ー
ル
氏
が
議
会
の
労
働
委

員
会
に
お
け
る
証
言
（
一
九
〇
一
年
十
一
月
）
で
申
し
分
な
く
説
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

ラ
ピ
エ
ー
ル
氏
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
モ
ン
チ
ュ
ー
社
は
地
表
か
ら
僅
か
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ

ろ
に
あ
る
、
昔
の
坑
山
所
有
者
が
分
厚
い
第
三
層
に
残
し
た
石
炭
を
採
掘
し
て
い
る
。
こ
の
層
の
浅
さ
と

坑
道
に
坑
内
ガ
ス
が
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
採
掘
の
容
易
さ
と
一
人
当
り
作
業
量
の
多
さ
と
同
じ
く
、
同
種

の
採
掘
経
営
と
比
較
し
た
場
合
の
こ
の
坑
夫
所
有
坑
山
の
収
益
の
高
さ
を
も
説
明
す
る
。 

 

坑
夫
た
ち
は
事
実
、
斜
面
あ
る
い
は
梯
子
つ
き
竪
穴
の
あ
る
三
つ
な
い
し
四
つ
の
「
裂
け
口
」
か
ら
坑

道
に
入
っ
て
行
く
。
他
の
坑
山
で
は
五
人
、
十
人
、
十
五
人
く
ら
い
し
か
昇
降
機
に
乗
れ
な
い
の
に
、
モ

ン
チ
ュ
ー
の
労
働
者
た
ち
は
五
十
人
、
八
十
人
、
百
人
と
い
っ
た
集
団
で
坑
山
に
入
る
。
さ
ら
に
、
モ
ン

チ
ュ
ー
の
坑
山
は
狭
い
―
―
約
七
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
―
―
の
で
、
作
業
現
場
に
到
着
す
る
た
め
に
造
ら
ね
ば

な
ら
な
い
道
が
短
い
の
に
対
し
て
、
他
の
坑
山
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
坑
道
の
中
を
千
メ
ー
ト
ル
か

ら
千
五
百
メ
ー
ト
ル
歩
き
ま
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
差
か
ら
時
間
の
節
約
が
生
じ
、
そ
れ
は
半

時
間
か
ら
四
五
分
に
達
し
う
る
。
モ
ン
チ
ュ
ー
で
は
い
か
な
る
準
備
作
業
も
行
な
わ
れ
な
い
。
採
掘
は
重

力
作
用
に
よ
っ
て
長
い
間
ひ
び
の
入
っ
て
い
る
落
盤
防
止
用
の
炭
柱
の
上
で
行
な
わ
れ
る
。
石
炭
は
き
わ

め
て
容
易
に
掘
り
出
さ
れ
、
坑
夫
の
仕
事
は
、
坑
山
に
坑
内
ガ
ス
が
存
在
し
な
い
の
で
裸
の
ラ
ン
プ
を
使

う
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
容
易
に
な
る
。 

188



 

 
労
働
時
間
は
「
つ
る
は
し
を
手
に
し
て
い
る
」
時
間
が
八
時
間
で
あ
り
、
そ
の
他
に
出
入
り
の
時
間
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
十
五
分
以
上
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。 

 

後
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
坑
夫
が
採
炭
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。
坑
山
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
実

際
、
炭
車
係
や
か
ま
ち
工
夫
、
保
守
人
員
は
き
わ
め
て
僅
か
し
か
い
な
い
。
選
別
場
で
は
十
八
人
の
婦
人

が
働
い
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
石
炭
の
大
部
分
は
直
接
そ
の
地
で
売
却
さ
れ
る
の
で
、
日
光
の
当
る
と
こ

ろ
に
い
る
荷
作
り
人
夫
や
荷
役
人
夫
は
い
な
く
て
済
む
の
で
あ
る
が
、
ロ
ア
ー
ル
の
そ
の
他
の
坑
山
で
は

「
坑
底
」
に
い
る
労
働
者
三
人
に
対
し
て
平
均
二
人
の
「
日
光
の
当
る
」
労
働
者
が
必
要
で
あ
る
。
モ
ン

チ
ュ
ー
で
は
坑
底
に
い
る
五
人
の
労
働
者
に
対
し
て
日
光
の
当
る
と
こ
ろ
に
い
る
労
働
者
は
一
人
に
す

ぎ
な
い
。 

 

坑
夫
所
有
坑
山
に
お
い
て
一
人
当
り
お
よ
び
一
日
当
り
の
収
益
が
き
わ
め
て
高
い
の
は
こ
う
し
た
理

由
に
よ
る
。
ラ
ピ
エ
ー
ル
氏
は
し
め
く
く
り
に
際
し
て

後
の
、
し
か
し
重
要
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
一
原
因
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
モ
ン
チ
ュ
ー
で
は
他
の
ど
こ
よ
り
も
規
律
が
厳
し
い
こ
と
で
あ
る
。

作
業
現
場
の
監
督
の
多
く
は
実
際
坑
山
の
株
主
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
同
僚
た
ち
に
対
し
て
絶
え
ず
監
視
の

目
を
働
か
せ
て
お
り
、
こ
れ
が

良
の
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。 

 

こ
の

後
の
点
は
注
目
に
値
す
る
。
未
来
に
お
け
る
集
産
主
義
体
制
が
現
在
の
私
企
業
の
規
律
に
少
な

く
と
も
等
し
い
規
律
を
維
持
す
る
こ
と
な
し
に
生
産
を
組
織
し
う
る
も
の
と
考
え
る
た
め
に
は
、
民
衆
に

阿
ね
る
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
人
（
旧
ロ
ー
マ
領
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
）
の
破
廉
恥
き
わ
ま
る
無
知
が
必
要
で
あ
る
。 

 

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
か
ら
出
さ
れ
た

後
の
あ
る
質
問
に
対
し
て
ラ
ピ
エ
ー
ル
氏
は
「
坑
夫
所

有
坑
山
の
労
働
者
た
ち
は
組
合
に
は
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
。
こ
れ
は
よ
く
分
る
こ
と
で
あ

る
。
か
れ
ら
は
不
毛
な
政
治
的
煽
動
に
時
間
を
浪
費
す
る
に
は
余
り
に
良
識
的
な
人
々
で
あ
る
。
か
れ
ら

は
自
分
た
ち
の
事
業
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
に
は
る
か
に
そ
の
時
間
を
有
効
に
使
え
る
の
で
あ
る
。
ビ
ス
マ

ル
ク
公
は
政
治
家
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
演
説
ば
か
り
し
て
い
る
怠
け
者
が
い
る
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

モ
ン
チ
ュ
ー
の
労
働
者
は
石
炭
を
生
産
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

一
九
〇
一
年
七
月
、
モ
ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ヌ
の
会
社
は

後
の
ス
ト
ラ
イ
キ
以
来
仕
事
の
な
い
七
百
人

の
労
働
者
に
対
し
て
、
材
料
、
機
械
類
、
資
材
、
そ
し
て
受
注
し
て
い
る
注
文
と
い
っ
し
ょ
に
サ
ン
・
ブ

ザ
ン
・
シ
ュ
ル
・
ド
ゥ
ー
ル
の
営
業
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
ほ
か
に
五
万
フ
ラ
ン
の
資
本
を

供
給
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
そ
れ
は
「
無
料
の
坑
山
と
資
本
」
で
あ
っ
た
。
労
働
者
た
ち
は
申
し
出
を

断
っ
た
。
か
れ
ら
は
自
分
の
責
任
で
働
く
こ
と
よ
り
も
雇
主
に
「
搾
取
さ
れ
る
」
ほ
う
を
好
ん
だ
。
か
れ

ら
は
資
本
家
を
肥
ら
せ
る
剰
余

・

・

価
値

・

・

お
よ
び
剰
余

・

・

労
働

・

・

か
ら
成
る
贈
り
物
を
軽
蔑
し
た
。
あ
る
人
々
は
剰

余
価
値
な
ど
を
か
れ
ら
労
働
者
の
た
め
の
贈
り
物
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
。
か
れ
ら
は

坑
山
が
あ
ま
り
収
益
の
上
る
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
多
分
か
れ
ら
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
我
々
は
こ
こ
で
も
モ
ン
チ
ュ
ー
の
場
合
と
同
様
、
精
力
的
で
忍
耐
強
い
労
働
が
事
業
を
繁
栄
さ

せ
え
た
と
す
る
証
拠
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
我
々
は
、
ま
だ
話
題
に
さ
れ
た

こ
と
の
な
い
事
情
が
浮
び
上
っ
て
い
る
の
を
見
る
。
「
無
料
の
坑
山
」
、
そ
し
て
「
無
料
の
土
地
」
も
良
質

で
あ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 
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こ
の
言
葉
は
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
藺
草
し
か
育
た
な
い
湿
地
が
あ
る
と
せ
よ
。
し
か
し
そ

れ
を
う
ま
く
排
水
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
優
れ
た
小
麦
畑
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
石
灰
が
不
足
し
て
い
る
土
地

が
あ
る
と
せ
よ
。
し
か
し
そ
れ
を
土
壌
改
良
す
れ
ば
君
は
き
わ
め
て
優
良
な
農
地
を
手
に
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
ね
あ
ぶ
ら
虫
が
ぶ
ど
う
に
壊
滅
的
被
害
を
も
た
ら
し
た
別
の
土
地
が
あ
る

と
せ
よ
。
そ
こ
に
は
何
も
育
た
な
い
。
し
か
し
河
か
ら
土
を
汲
み
上
げ
る
機
械
を
設
置
し
そ
の
水
を
運
河

で
引
い
て
灌
漑
し
新
し
い
ぶ
ど
う
を
植
え
る
と
せ
よ
。
も
し
君
が
こ
う
し
た
作
業
を
す
べ
て
や
る
だ
け
の
、

ま
た
そ
の
ぶ
ど
う
の
収
穫
を
待
つ
だ
け
の
貯
え
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
見
事
な
ぶ
ど
う
の
収
穫
を
見
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
無
料
の
土
地
」
な
る
も
の
に
よ
っ
て
我
々
は
す
で
に
排
水
改
良
施
肥
等
さ
れ
た
土
地

を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
な
ぜ
中
途
で
や
め
る
の
か
。
単
純
に
、
料
理
が

テ
ー
ブ
ル
に
用
意
さ
れ
人
々
は
た
だ
そ
れ
を
食
べ
る
心
配
さ
え
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
せ
よ
、
と
要
求
す
れ

ば
よ
い
の
だ
。 

 

我
々
が
い
ま
検
討
し
て
い
る
理
論
も
ま
た
現
象
の
一
部
の
み
を
考
慮
に
入
れ
る
理
論
に
固
有
の
欠
陥

を
有
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
無
料
の
土

地
も
主
と
し
て
動
産
資
本
の
巨
大
な
蓄
積
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
産
資
本
こ
そ
が
道
路
、

運
河
、
鉄
道
、
蒸
汽
船
、
等
と
建
設
建
造
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
り
、
土
地
の
生
産
物
の
た
め
の
市
場
を

つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
と
は
別
の
部
分
的
理
論
は
、
動
産
資
本
の
う
ち
の
も
う
一
つ
の
別
種
の
資
本
に
つ
い
て
の
み
考
え

る
。
そ
の
な
か
で
さ
ら
に
限
定
し
て
、
貨
幣
に
関
心
を
集
中
す
る
理
論
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
の
一

例
は
プ
ル
ー
ド
ン
の
理
論
体
系
で
あ
る
。 

 

生
産
手
段
の
「
社
会
化
」
は
何
人
か
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
土
地
財
産
の
外
部
に
ま
で
及
ん
で
は
な
ら
な

い
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
（H

enry G
eorge

）
は
こ
の
理
論
の

も
有
名
な
代
表
者
で
あ
る
。 

 

厳
密
に
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
政
府
が
あ
ら
ゆ
る
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
自
体
の
う
ち
に
不

条
理
な
も
の
は
何
も
な
い
。
実
践
的
観
点
か
ら
し
て
も
、
も
し
土
地
が
非
常
な
長
期
の
契
約
で
貸
出
さ
れ

る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
実
現
不
可
能
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
お
こ
の
う
え
で
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
家
が
そ
れ
か
ら
引
き
出
す
で
あ
ろ
う
利
益
の
こ
と
で
あ
る
。
土
地
「
国
有

化
」
の
目
的
は
土
地
の
（
経
済
学
的
な
意
味
に
お
け
る
）
地
代

・

・

を

集

団

コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

何
人
も
の
論
者
が
こ
の
目
的
は
国
家
が
土
地
の
所
有
者
に
な
る
や
い
な
や
あ
た
か
も
自
動
的
に
達
成
さ

れ
る
に
ち
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
事
態
は
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
地
代

・

・

を
享

受
し
て
い
る
の
は
現
在
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
。
ど
う
し
て
未
来
の
土
地
所
有
者
す
な
わ
ち
国
家
は
地
代

を
享
受
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
右
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
若
干
の
疑
問
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
事
実
が
存
在
す
る
。
ジ
ョ

ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
地
代

・

・

が
顕
著
な
課
税
対
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
以
来
次
の
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疑
問
が
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
て
い
る
。
国
家
は
何
故
に
現
在
に
至
る
ま
で
地
代

・

・

を
取
得
す
る
た
め
に
こ
の

課
税
と
い
う
手
段
に
訴
え
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
国
家
が
土
地
所
有
者
の
抵
抗
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
以
外
の
別
の
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、

国
家
が
地
代

・

・

を
国
家
に
対
し
て
支
払
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
土
地
の
借
受
人
か
ら
の
抵
抗
に
よ
っ

て
同
じ
よ
う
に
阻
止
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
後
者
の
場
合
の
抵
抗
が
前
者
の
場
合
の
抵
抗
よ
り
も

必
ず
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に
は
証
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
逆
の

仮
説
で
あ
る
。
普
通
選
挙
権
に
立
脚
す
る
政
府
が
す
べ
て
の
農
耕
者
、
お
よ
び
、
家
賃
の
減
額
を
要
求
し

て
い
る
す
べ
て
の
借
家
人
の
投
票
に
ど
の
よ
う
に
抵
抗
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
は
ほ
と
ん
ど
想
像
し
え
な

い
。 

 

そ
れ
ゆ
え
何
人
か
の
論
者
が
望
ん
で
い
る
よ
う
に
、
国
家
が
土
地
の
買
い
戻
し
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
課

税
を
廃
止
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
は
認
め
が
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
い
つ
も
の
誤
謬
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
誤
謬
と
は
課
税
は
国
家
の
「
入
用
」
を
示
す
あ
る
固
定
的
な
量
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
も

の
だ
と
想
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
入
用
は
無
限
で
あ
り
、
満
足
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
満
足
さ
れ

る
べ
き
入
用
は
大
き
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
軍
人
年
金
が
設
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
政
治
家
の

支
持
者
た
ち
に
金
を
支
払
う
た
め
の
一
手
段
で
あ
る
（
１
）
。
国
家
は
金
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
そ
れ
を
消
費

す
る
。
課
税
が
制
限
さ
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
納
税
者
の
抵
抗
に
よ
る
。 

（
１
） 

合
衆
国
財
政
支
出
、
単
位
千
ド
ル
、
各
年
度
六
月
三
十
日
区
切
り
。 

   
 

              

年度 通常経費 年金 利子 総額 

1892・・・ 187062 134583 23378 345023

1893・・・ 196856 159358 27264 383478

1894・・・ 198507 141177 27841 367525

1895・・・ 183822 141395 30978 356195

1896・・・ 177360 139434 35385 352179

1897・・・ 186930 141053 37791 365774

1898・・・ 258331 147452 37585 443369

1899・・・ 425780 139394 39897 605072

1900・・・ 306676 140877 40160 481714

1901・・・ 338342 139323 32317 509983
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も
し
国
家
が
土
地
所
有
者
か
ら
土
地
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
そ
れ
が
国
家
に
と
っ
て
丸
も
う
け
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
国
家
が
賠
償
金
を
支
払
う
場
合
に
は
、
取
引
が
利
益
を
も
た
ら
し
う
る
か
ど
う

か
は
状
況
に
よ
る
。
こ
の
問
題
に
一
般
則
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
こ
の
よ

う
な
規
則
を
知
る
者
は
自
ら
金
持
ち
に
な
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
家
族
を
金
持
ち
に
す
る
一
手

段
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
規
則
を
適
用
し
な
が
ら
土
地
を
買
え
ば
よ
い
の
で
あ

る
。
彼
は
抵
当
貸
し
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
必
要
な
資
金
の
大
部
分
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
他
面
か
ら
す
れ
ば
国
家
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
国
家
は
必
ず
借

金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
計
画
の
愛
好
家
の
空
想
は
生
々
し
て
は
い
る
が
、
常
に
金
に

不
自
由
し
て
い
る
近
代
国
家
が
土
地
の
買
い
戻
し
に
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
巨
額
の
金
を
経
常
財
源
か

ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
さ
す
が
に
行
っ
て
い
な
い
と
信
じ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
念
的
思
索
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ペ
ル
レ
ッ
ト

（Perrette

）
は
こ
の
種
の
思
索
に
ふ
け
っ
た
が
、
彼
女
は
牛
乳
瓶
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
あ
る
。 

 

産
業
部
門
の
自
治
体

コ

ミ

ュ

ヌ

に
よ
る
経
営
と
、
富
の
配
分
を
変
え
る
た
め
の
同
じ
自
治
体
の
介
入
と
に
帰
着
す

る
シ
ス
テ
ム
を
人
々
は
自
治
体

ミ
ュ
ニ
シ
パ
ル

社
会
主
義
の
名
で
呼
ん
で
い
る
。 

 

産
業
部
門
の
経
営
に
つ
い
て
は
我
々
は
す
で
に
集
産
主
義
が
適
用
さ
れ
る
の
は
資
本
に
つ
い
て
よ
り

も
む
し
ろ
事
業
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
実
際
自
治
体
が
資
本
を
調
達
す
る
の
は
借
入
れ
に

よ
っ
て
で
あ
り
、
自
治
体
は
そ
れ
に
対
し
て
利
子
を
支
払
う
の
で
あ
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
で
は
自
治
体
社
会
主
義
が
大
い
に
進
展
し
、
自
治
体
の
借
金
は
大
き
く
ふ
く
ら
ん
だ
。 

                

           

年 1874-75 1884-85 1889-90 1894-95 1896-97

            

自治体           

負債 93 173 199 235 252 

100 万ポンド
（１）           

（１） H,Fowler, Royal Statistical Society, Municipal finance and 
municipal enterprise, 1900. 
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イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
九
八
年
を
含
む
過
去
五
年
間
に
お
い
て
水
道
管
の
敷
設
の
た
め
に
市
に
よ
っ
て

費
さ
れ
た
経
費
は
四
千
八
百
四
三
万
四
四
九
〇
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
千
六
百
五
四
万
六
三
九
一

ポ
ン
ド
は
借
入
れ
金
で
あ
っ
た
。 

                  

費目 産業部門 その他経費 

  ％ ％ 

マンチェスター 75 25 

リヴァプール 64 36 

バーミンガム 61 39 

シェフィールド 63 37 

リーズ 53 47 

ノッティンガム 49 51 

費目 水道管 ガス製造工場 電力 市街電車

  ＜1898＞ ＜1899＞ ＜1900＞ ＜1899＞

民間企業数 525 450 59 152 

公共事業体数 546 232 124 17 

合計 1071 682 183 169 

し
か
し
こ
の
増
大
が
も
っ
ぱ
ら
産
業
部
門
の
経
営
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
デ
イ
ヴ
ィ
ー
ス
（D

avies

）
氏
は
い
く
つ
か

の
都
市
に
つ
い
て
産
業
部
門
と
そ
の
他
の
経
費
と
の

借
入
れ
金
の
割
合
を
計
算
し
た
。 

「
そ
の
他
の
経
費
」
の
な
か
に
自
治
体
社
会
主
義
の

さ
ま
ざ
ま
な
応
用
に
由
来
す
る
も
の
が
い
く
つ
か

含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
と
く
に
、
市
が
引
き
受
け
る
水
の
供
給
、

市
街
電
車
の
経
営
、
ガ
ス
と
電
力
の
生
産
、
で
あ
る
。
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市
街
電
車
の
民
間
企
業
の
う
ち
に
は
、
経
営
だ
け
が
民
間
で
路
線
の
所
有
権
は
そ
う
で
な
い
も
の
も
含

ま
れ
て
い
る
。 

 

一
八
九
九
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
一
九
〇
〇
年
度
労
働
委
員
会
報
告
が
次
の
数
字
を
挙

げ
て
い
る
。 

 
 

                 

ド
イ
ツ
に
も
水
、
ガ
ス
、
電
力
の
た
め
の
市
営
公
共
事
業
体
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
イ
タ
リ
ア
に
も
そ
れ

ら
が
存
在
し
、
一
九
〇
二
年
三
月
十
一
日
に
出
さ
れ
た
内
閣
提
出
法
案
は
、
議
会
で
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、

こ
の
市
営
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

火
災
保
険
は
少
な
か
ら
ぬ
所
で
公
共
事
業
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
ス
イ
ス
、
ヴ
ォ
ー
州
は
強
制
火
災

保
険
を
も
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
多
く
の
都
市
が
そ
の
財
産
に
保
険
を
か
け
て
い
る
。
グ
ラ
ス
ゴ
ー

は
約
百
五
〇
万
ポ
ン
ド
に
の
ぼ
る
市
有
財
産
に
保
険
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
方
向
で
の
動
き
は
ド
イ
ツ
、

ベ
ル
ギ
ー
そ
の
他
の
国
々
で
見
ら
れ
る
。
保
険
会
社
は
、
と
く
に
そ
の
代
理
店
に
支
払
う
過
剰
な
プ
レ
ミ

ア
ム
の
た
め
に
、
か
な
り
の
臨
時
雑
費
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
公
的
保
険
事
業
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有

利
な
事
情
と
な
る
。
他
方
、
公
的
保
険
事
業
は
民
間
保
険
会
社
に
比
べ
て
は
る
か
に
煩
雑
で
あ
り
融
通
が

利
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
不
便
さ
は
被
保
険
者
か
ら
す
れ
ば
保
険
料
の
少
々
の
安
さ
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。 

 

独
占
あ
る
い
は
準
独
占
事
業
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
し
て
と
く
に
営
利
的
動
機
が
あ
ま
り

重
要
で
は
な
い
事
業
の
場
合
に
は
、
自
治
体
あ
る
い
は
国
家
に
よ
る
経
営
は
良
好
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ

と
が
で
き
る
（
１
）
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
種
の
少
な
か
ら
ぬ
市
営
事
業
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
少
な
か
ら
ぬ
自
治
体
は
そ
の
事
業
経
営
か
ら
か
な
り
の
利
益
を
引
き
出
し
、
そ
の
い
く
つ
か

費目 水道管 ガス製造工場 電力 

民間企業数 1539 951 2572 

公共事業体数 1787 14 460 

合計（百万ドル） 3326 965 3032 

民間資本 268 930 265 

公的資本 514 2 13 

合計 782 932 278 
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は
そ
れ
を
減
税
の
た
め
に
利
用
し
て
い
る
。 

 

（
１
） 

C
ours, 

§841. 

  

一
九
〇
一
年
度
市
年
報
は
一
九
〇
〇
年
度
ガ
ス
事
業
に
つ
い
て
次
の
数
字
を
挙
げ
て
い
る
。 

 
                            

  

      （単位：ポンド）

費目 借入資本 収入 支出 利子及び償還 純利益 減税額 

バーケンヘッド 352842 97844 72615 11946 13283 6641

バーミンガム 2474997 764370 630391 104158 29821 - 

ブラックバーン 725023 102787 65076 29229 8482 - 

ブラックプール 144516 70156 50060 6893 13203 16931

ボールトン 719547 121637 93381 26508 33748 20000

ライスター 943204 200000 173008 38858 28334 27334

マンチェスター 1876000 654527 505475 75087 73965 52000

ノッティンガム 1083314 289362 212015 48049 2298 - 

オールドハム 429726 161705 125590 16198 19917 9620

ロックデイル 265650 83273 61829 8383 13061 13061

サルフォード 794279 207334 134073 27514 45513 45513

サウスポート 251698 69684 49011 10349 10324 10324

ワォリントン 248428 67938 57891 7836 2211 2211

ワィーガン 330362 66632 38434 13310 14078 14078
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市
街
電
車
に
つ
い
て
は
一
八
九
九
年
度
の
次
の
結
果
が
あ
る
。 

                

ド
イ
ツ
で
も
ガ
ス
事
業
で
い
く
つ
も
の
都
市
が
か
な
り
の
利
益
を
計
上
し
た
。 

  
 

                 

  路線距離 収入 支出 

  （マイル） （ポンド） （ポンド） 

民間企業 887 3608149 892148

公共事業 234 1271453 311895

費目 利益 費目 利益 

  （千マルク）   （千マルク）

ベルリン 5167ハンブルグ 3319

ブレスラウ 688カールスルーエ 499

シャルロッテンブルグ 578ケルン 1136

ドレスデン 1253ライプツィッヒ 644
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都
市
が
営
利
会
社
の
株
式
か
ら
得
ら
れ
る
利
子
よ
り
も
低
い
利
子
で
資
本
を
調
達
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
節
減
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
見
か
け
上
の
こ
と

で
あ
る
。
実
際
株
主
は
、
都
市
債
権
の
所
持
者
の
場
合
に
は
は
る
か
に
小
さ
な
確
率
で
し
か
負
担
し
な
い

リ
ス
ク
を
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
民
間
企
業
が
引
き
合
わ
な
い
経
営
を
し
て
い
る
な
ら
ば

株
主
の
得
る
も
の
は
何
も
な
い
。
し
か
し
市
営
事
業
の
場
合
に
は
た
と
え
事
業
が
引
き
合
わ
な
く
と
も
、

そ
の
都
市
の
債
権
所
持
者
は
税
収
か
ら
つ
ね
に
支
払
わ
れ
る
（
１
）
。
多
く
の
人
々
が
五
％
な
い
し
は
六
％
の

利
益
を
も
た
ら
す
営
利
会
社
の
株
式
よ
り
も
む
し
ろ
三
％
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
利
益
し
か
も
た
ら
さ
な

い
国
債
の
方
を
選
ぶ
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。 

 

（
１
） 

自
治
体
に
よ
る
公
共
事
業
の
直
接
経
営assunzione diretta dei servizi da parte dei 

com
m

uni 

に
関
す
る
イ
タ
リ
ア
政
府
の
法
案
説
明
書
は
赤
字
決
算
の
市
営
事
業
と
黒
字
決
算
の
そ
れ
と
の
い
く
つ

か
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

   
 

 
                  
 

 
 

 
 

 

カ
ル
タ
ニ
セ
ッ
タ
の
公
債
は
利
子
六
％
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
得
を
し
た

の
は
貯
蓄
の
保
有
者
、「
資
本
家
」
で
あ
り
、
市
営
事
業
は
損
な
取
引
を
し
た
の
で
あ
る
。 

 

費目 業種 充当資本 利益 損失 

    （リラ） （リラ） （リラ） 

アスティ ガス 214360 15000 - 

トルトナ 灌漑 - 10000 - 

アルタミュラ 電力 200000 - 30000

ベルガモ 屠殺場 263000 21000 - 

ブレシア 屠殺場 577000 25000 - 

カルタニセッタ 導水路 2600000 - 67774

アヴェルサ 導水路 - - 25440

ヴォゲラ ガス 452960 - 33480
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ま
た
ガ
ス
製
造
工
場
の
自
治
体
経
営
の
結
果
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
際
し
て
は
考
慮
す
べ
き
も
う
一
つ

別
の
事
情
が
存
在
す
る
。
自
治
体
は
昔
、
き
わ
め
て
有
利
な
条
件
に
あ
っ
た
独
占
事
業
を
民
間
会
社
に
譲

渡
す
る
と
い
う
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
く
特
殊
な
条
件
に
お
い
て
市
営
事
業
と

民
間
企
業
と
が
比
較
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
零
細
商
人
と
競
争
し
て
消
費
協
同
組
合

が
成
功
す
る
の
と
類
似
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。 

 

他
方
こ
の
要
因
は
電
力
生
産
の
市
営
工
場
の
場
合
に
は
作
用
し
な
い
。
し
か
し
多
く
の
場
合
電
力
工
場

は
良
好
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。 

 

自
治
体
社
会
主
義
は
民
間
の
創
意
を
挫
折
さ
せ
る
と
い
う
非
難
が
な
さ
れ
て
き
た
。
自
治
体
社
会
主
義

が
民
間
の
創
意
に
取
っ
て
代
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
そ
れ
は
困
っ
た
こ
と
で
あ
り
う
る
。
し

か
し
そ
れ
が
民
間
の
創
意
に
取
っ
て
代
っ
て
有
利
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
不
都
合
が
あ
り

う
る
の
か
は
理
解
が
難
し
い
。
エ
イ
ヴ
バ
リ
ー
（Avebury

）
卿
の
批
判
は
さ
ら
に
重
大
か
も
知
れ
な
い
。

彼
は
市
所
有
の
電
気
工
場
の
二
百
の
委
託
営
業
権
が
未
使
用
状
態
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
目

的
は
市
の
ガ
ス
工
場
を
競
争
か
ら
守
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
は

根
拠
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
営
業
委
託
さ
れ
た
工
場
の
一
部
は
現
在
建
築
中
で
あ
り
、
他
の
工
場
に
つ
い

て
は
完
全
に
正
当
な
理
由
の
あ
る
遅
滞
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。 

 

市
営
産
業
部
門
の
拡
大
は
自
治
体
の
選
挙
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
一
方
で
は
、
候
補
者
と
し
て
特
殊
な
技

術
的
能
力
を
一
定
程
度
有
す
る
人
物
を
探
す
こ
と
が
必
要
に
な
り
、
こ
の
点
が
軽
視
さ
れ
る
場
合
に
は
産

業
部
門
の
経
営
が
大
い
に
難
渋
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
他
方
で
は
、
選
挙
者
が
こ
の
部
門
の
従
業
員
で

あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
多
く
な
り
、
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
当
面
の
利
益
と
い
う
き
わ
め
て
狭
い
観
点
か

ら
し
か
選
挙
を
考
え
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
き
わ
め
て
多
数
の
悪
弊
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ

は
市
の
経
済
的
活
動
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
ひ
ど
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
治
体
選

挙
に
お
い
て
市
の
職
員
全
員
の
選
挙
権
を
剥
奪
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
議
論
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
方
策
が
採
用
さ
れ
る
見
込
み
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
あ
る
種
の

場
合
に
は
選
挙
民
の
数
を
相
当
に
減
ら
し
て
し
ま
う
と
い
う
と
り
わ
け
重
大
な
不
都
合
を
も
た
ら
す
で
あ

ろ
う
。
欠
陥
は
広
大
な
産
業
上
の
権
限
を
有
す
る
市
行
政
組
織
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
欠
陥
は
全
体

に
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
が
分
業
及
び
機
能
の
専
門
化
と
い
う
大
原
則
と
矛
盾
し
て
い
る
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
政
治
的
進
歩
は
立
法
、
司
法
、
行
政
と
い
う
三
つ
の
権
力
に
、
か
つ
て

は
一
つ
で
あ
っ
た
権
力
を
分
割
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
進
化
は
、
現
代
の
公
権
力
を
産
業
的
機
能
と

商
業
的
機
能
と
を
共
に
満
た
し
う
る
も
の
と
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
自
治

体
社
会
主
義
は
集
産
主
義
の
た
め
の
卓
越
せ
る
学
校
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
家
に
帰
属
さ
せ

る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
さ
れ
る
新
た
な
諸
機
能
に
対
応
で
き
る
組
織
形
態
お
よ
び
人
間
の
選
抜
様
式
を

発
見
す
る
た
め
の
実
験
室
と
し
て
集
産
主
義
の
為
に
役
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
自
治
体
社
会
主
義
の
信
奉
者
が
お
も
む
く
道
と
は
思
わ
れ
な
い
。
組
織
形
態
と
し
て
彼
ら
自
治
体
社

会
主
義
者
は
唯
一
、
か
つ
全
能
の
集
団
と
い
う
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
理
想
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

人
間
の
選
抜
様
式
と
し
て
は
、
彼
ら
は
普
通
選
挙
以
外
の
も
の
は
何
も
見
な
か
っ
た
。
す
べ
て
は
経
験
の

も
た
ら
す
教
訓
を
徹
頭
徹
尾
無
視
す
る
教
条
主
義
的
教
義
を
形
成
し
て
い
る
。 
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自
治
体
社
会
主
義
は
容
易
に
博
愛
主
義
に
陥
る
。
い
く
つ
か
の
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
は
、
と
り
わ
け
ノ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ム
、
リ
バ
プ
ー
ル
、
そ
し
て
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ン
は
子
供
た
ち
の
栄
養
の
為
に
殺
菌
乳
を
販
売
し

て
い
る
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
教
会
は
こ
の
制
度
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
あ
る
人
々
は
衛
生
上
及

び
人
道
上
の
目
的
で
市
に
対
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
販
売
独
占
権
を
与
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
自
治
体
は
製
粉
工
場
・
製
パ
ン
工
場
・
製
薬
工
場
等
を
も
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ

ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
大
陸
に
お
い
て
も
大
勢
は
明
ら
か
に
、
い
わ
ゆ
る
無
償
の
必

需
品
の
供
給
を
増
加
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
無
償
の
必
需
品
な
る
も
の
は
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
そ
れ

を
享
受
す
る
人
々
と
は
別
の
人
間
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
市
に
よ
る
強
奪
の
た

め
の
組
織
で
あ
り
、
こ
れ
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
帰
結
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
我
々
が
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
国
家
社
会
主
義
の
帰
結
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。 

 

（
１
） 

The m
unicipalization of the m

ilk supply. 

 
 

 

自
治
体
社
会
主
義
を
組
織
す
る
課
題
に
と
り
く
む
の
が
、
し
ば
し
ば
い
わ
ゆ
る
保
守
主
義
的
政
党
で
あ

る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
（
１
）
。
そ
の
理
由
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
一
部
が
そ
れ
か
ら
直
接
間
接
の
利

益
を
引
き
だ
し
得
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
都
市
が
市
営
事
業
を
作
り
だ
す
た
め
に
必
要
な
、
あ
る
い
は
民

間
企
業
に
補
助
金
を
出
す
た
め
だ
け
に
で
も
必
要
な
、
莫
大
な
出
費
を
す
る
時
に
は
、
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
す
べ
て
の
人
々
が
利
益
を
得
る
。
公
証
人
、
建
築
家
、
請
負
業
者
は
、
た
だ
ち
に
彼
ら
の
能
力

を
発
揮
す
る
手
段
を
見
つ
け
だ
す
。
小
商
店
主
の
商
い
も
新
し
い
仕
事
に
雇
傭
さ
れ
る
労
働
者
た
ち
に
よ

る
あ
ら
ゆ
る
購
買
活
動
に
よ
っ
て
増
加
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
相
当
額
の
利
益
を
意
味
せ
ず
に
は
い
な

い
。 

 

（
１
） 

同
じ
く
日
曜
の
安
息
に
関
す
る
法
律
は
た
い
て
い
の
場
合
、
保
守
主
義
的
宗
教
政
党
の
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。 

 
 

 

社
会
主
義
者
は
こ
の
法
律
を
そ
れ
が
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
、
週
の
う
ち
の
あ
る

・

・

一
日

・

・

だ
け

仕
事
を
す
べ
て
休
ま
せ
る
が
ゆ
え
に
承
認
す
る
。
宗
教
的
政
党
が
そ
れ
を
承
認
す
る
の
は
、
そ
れ
が
日
曜
日
だ
か
ら
で
あ

る
。 

 
 

 

ス
イ
ス
で
は
日
曜
の
か
わ
り
に
土
曜
日
に
休
む
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
再
臨
派
の
人
々
は
要
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
主

務
当
局
か
ら
拒
否
さ
れ
た
。 

 

 

各
都
市
は
あ
ち
こ
ち
で
貧
民
階
級
に
健
全
な
住
居
を
安
く
供
給
す
る
仕
事
に
従
っ
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス

で
は
多
く
の
簡
易
宿
泊
所
、
労
働
者
の
為
の
巨
大
な
各
種
の
ホ
テ
ル
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
業
の

大
部
分
は
赤
字
で
あ
る
。
得
ら
れ
た
成
果
も
少
な
く
と
も
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
極
め
て
多
数
の
部
屋

が
壊
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
気
持
ち
良
く
宿
泊
で
き
る
の
は
、
ご
く
少
数
の
部
屋
だ
け
で
あ
る
。
他
方
で

は
、
貧
民
階
級
に
快
適
な
住
居
を
供
給
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
民
間
の
創
意
が
挫
折
さ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
ロ
ー
ズ
ベ
リ
ー
卿
は
、
新
し
い
住
居
の
住
民
が
募
集
さ
れ
る
の
は
家
を
持
た
な
い
人
々
の
間
か
ら
で
は
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な
く
て
、
上
流
階
級
の
人
々
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
似
た
よ
う
な
事
実
は
、
都
市

を
衛
生
的
に
す
る
為
に
企
て
ら
れ
た
事
業
の
さ
い
に
ナ
ポ
リ
そ
の
他
の
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
い
て
も
見
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
市
の
予
算
を
使
っ
て
あ
る
種
の
特
権
階
級
を
作
り

だ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
市
の
産
業
部
門
に
つ
い
て
も
起
き
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
に
や
と
わ
れ
て
い
る
労
働
者
は
一
般
に
民
間
企
業
に
お
け
る
よ
り
も
給
与
が
高
い
。
こ
う
し

て
彼
ら
は
一
種
の
特
権
的
同
業
組
合
を
形
成
し
、
し
ば
し
ば
、
彼
ら
に
そ
の
地
位
を
提
供
し
た
政
治
家
た

ち
の
臣
下
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
的
な
運
動
が
一
種
の
経
済
的
封
建
制
を
作
り
だ
す
こ
と
に
帰

着
し
、
社
会
の
中
に
特
権
階
級
を
成
立
さ
せ
る
結
果
に
な
る
の
を
見
る
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。 
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こ
こ
に
偉
大
な
才
能
を
も
つ
二
人
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
自
ら
の
見
解
を
い
か
に
述
べ
る
か
の
見
本

が
あ
る
。
Ｂ
．
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
の
理
論
に
つ
い
て
の
論
争
的
著
作
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
あ

る
い
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
の
中
で
は
彼
は
ど
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
氏
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
か
つ
て
私
は
『
価
値
＝
労
働
は
マ
ル
ク
ス
に

 

マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
は
社
会
主
知
の
聖
な
る
書
物
で
あ
り
、
そ
し
て
す
べ
て
の
聖
な
る
書
物
に
お

い
て
見
ら
れ
る
特
徴
を
顕
著
に
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
曖
昧
さ
と
難
解
さ
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者

は
マ
ル
ク
ス
を
理
解
し
な
い
人
間
い
つ
い
て
尊
大
に
語
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
の
間
で
も
意
見
が

決
し
て
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
不
幸
に
し
て
マ
ル
ク
ス
の
言
わ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
を
正
し
く

理
解
し
得
な
い
人
々
が
全
面
的
に
許
し
が
た
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

マ
ル
ク
ス
の
業
績
は
異
な
る
三
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
。
業
績
自
体
。
二
。
通

俗
的
解
釈
。
三
。
学
者
に
よ
る
多
少
と
も
精
緻
な
解
釈
。
さ
ら
に
経
済
学
的
部
分
、
社
会
学
的
部
分
、
実

践
的
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。 

   

マ
ル
ク
ス
の
業
績
―
そ
の
通
俗
的
解
釈
と
学
問
的
解
釈
―
『
資
本
論
』
の
解
釈
―
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の

主
要
な
特
徴
は
古
い
経
済
学
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
―
マ
ル
ク
ス
は
し
ば
し
ば
同
一
の
問
題
を
い
く
つ

か
の
矛
盾
す
る
位
相
に
お
い
て
提
示
す
る
―
彼
が
資
本
を
生
み
だ
す
循
環
を
提
示
す
る
二
つ
の
位
相
―

矛
盾
の
考
え
ら
れ
得
る
理
由
―
マ
ル
ク
ス
の
公
式
に
お
け
る
真
実
な
も
の
―
価
値
論
と
そ
の
矛
盾
―
価

値
と
い
う
述
語
の
意
味
の
動
揺
―
マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
欠
陥
の
起
源
―
証
明
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い

る
消
去
の
手
法
―
新
し
い
矛
盾
―
可
変
資
本
、
労
働
の
詐
取
度
及
び
利
益
率
―
彼
の
理
論
を
窮
地
の
陥

れ
る
状
況
及
び
く
い
違
い
か
ら
脱
す
る
為
に
マ
ル
ク
ス
が
愛
用
し
た
平
均
と
い
う
方
法
―
そ
れ
の
行
き

着
い
た
誤
謬
―
あ
ら
ゆ
る
資
本
が
同
一
の
平
均
的
構
成
を
と
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の
は
誤
謬
で
あ
る

―
解
釈
の
ず
れ
―
マ
ル
ク
ス
が
認
め
説
明
し
た
利
益
（
利
子
）
率
の
低
下
―
こ
の
理
論
の
誤
謬
―
平
均

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
誤
謬
に
陥
ら
な
い
為
に
な
す
べ
き
注
意
点
―
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
そ
れ
ら
を
無

視
す
る
か
―
結
晶
化
さ
れ
た
労
働
と
価
値
―
こ
の
理
論
の
用
語
は
現
実
の
物
事
に
照
応
せ
ず
諸
事
実
は

こ
の
理
論
と
矛
盾
す
る
―
「
優
越
労
働
」
の
評
価
に
お
け
る
同
語
反
復
―
「
金
あ
る
い
は
銀
を
生
み
だ

す
通
常
の
労
働
」
と
い
う
表
現
は
意
味
を
な
さ
な
い
―
価
値
に
対
す
る
資
本
の
影
響
を
排
除
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
平
均
―
技
術
の
変
動
と
生
産
係
数
の
経
済
的
変
動
―
マ
ル
ク
ス
は
前
者
の
み
を
考
察
す

る
―
こ
の
方
法
の
結
果
と
し
て
の
誤
謬
―
マ
ル
ク
ス
経
済
学
理
論
の
通
俗
的
解
釈
―
そ
の
礎
石
は
価
値

論
で
あ
る
―
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
の
詐
取
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
か
―
剰
余
価
値
論
の
奇
妙
な
帰
結

―
食
糧
の
直
接
の
貸
し
つ
け
と
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
に
お
け
る
高
利
（
あ
る
い
は
磨
耗
？
）
―
マ
ル

ク
ス
の
経
済
理
論
の
誤
謬
は
集
散
主
義
の
理
論
の
誤
謬
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
―
客
観
的

観
点
か
ら
み
た
マ
ル
ク
ス
の
理
論
―
現
在
の
変
化
に
対
す
る
そ
の
影
響 

マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学 

第
十
三
章 

科
学
的
体
系 
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マ
ル
ク
ス
主
義
の
も
う
一
人
の
学
者
、
Ｇ
・
ソ
レ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
論
者
達
は
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
的
命
題
を
深

め
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
満
足
の
い
く
批
判
を
も
の
す
よ
り
も
、
彼
の
社
会
主
義
的
思
想
を
擁
護
す
る
か

あ
る
い
は
そ
れ
を
打
倒
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
科
学
的
社
会
主
義

．
．
．
．
．
．
．
の
代
表
者
た
ち
は
、
そ
の
学
説
の
意

味
に
つ
い
て
申
し
分
な
く
固
ま
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
四
年
前
Ｐ
・
ラ
フ
ァ
ル
グ
氏
は
Ｖ
・
パ
レ

ー
ト
の
反
論
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。『
マ
ル
ク
ス
が
証
明
し
て
い
る
の
は

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
一
商
品
の
中
に
体
系
化

さ
れ
て
い
る
労
働
量
が
そ
の
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
価
値
の
周
辺
で
価
格

は
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
』
今
日
で
は
誰
も
こ
の
よ
う
な
命
題
を
あ
え
て
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
命
題
は
、
か
つ
て
は
社
会
主
義
者
の
間
で
は
確
実
な
こ
と
と
し
て
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
四
年
Ｆ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
資
本
論
』
第
三
巻
を
出
版
し
た
。
ド
イ
ツ
の
Ｗ
・
ゾ
ム
バ
ル
ト
教
授

を
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
は
こ
の
書
物
に
つ
い
て
徹
底
的
な
批
判
を
し
、
価
値
論
は
純
粋
に
論
理
的
レ
ベ

ル
の
理
論
で
あ
る
（
ゾ
ム
バ
ル
ト
）
あ
る
い
は
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
述
べ
た
。
エ
ン

ゲ
ル
ス
は
そ
の
病
気
の

後
の
数
か
月
の
間
に
、
提
起
さ
れ
た
問
題
を
解
明
す
る
為
の
重
要
な
一
論
文
を

書
い
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。『
価
値
法
則
が
支
配
し
た
の
は
五
百
年
か
ら
七
百
年
に

及
ぶ
一
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
産
物
を
商
品
に
転
換
さ
せ
る
交
換
の
開
始
の
時
期
か
ら
十
五
世
紀
ま
で

及
ん
で
い
る
。』
し
か
し
現
在
で
は
こ
の
価
値
法
則
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
…
。
も
し
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
解
釈

を
認
め
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
経
済
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
十
五
世
紀
以
降
は
価
値
を
失
っ
た
法
則
を

ど
の
よ
う
に
役
立
て
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
一
体
マ
ル
ク
ス
の
理
論
は
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の

か
。
（
１
）
」 

お
い
て
そ
れ
な
く
し
て
は
他
は
す
べ
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
前
提
的
表
象
で
あ
る
』
と
い
う
彼

の
主
張
の
中
に
、
私
の
命
題
に
対
す
る
あ
る
種
の
賛
同
を
見
た
よ
う
に
思
っ
た
。
し
か
し
、
今
や
私
は
間

違
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
の
先
の
言
葉
は
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
私
は
か
つ
て
の
私
の
不
幸
な
試
み
の
せ
い
で
用
心
深
く
な
っ
て
い
る
の

で
、
こ
の
別
の
意
味
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
言
う
こ
と
は
用
心
し
て
お
こ
う
。
と
も
あ
れ
、
ゾ
ム

バ
ル
ト
は
『
そ
の
夢
想
を
追
求
し
た
（
１
）』
の
で
あ
り
、
ソ
レ
ル
は
『
性
急
か
つ
未
熟
な
迷
論
に
耽
っ
た
。
』

の
で
あ
り
、
私
に
つ
い
て
は
『
私
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
』
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
あ
る
神
秘
的
教
義

を
前
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
友
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
は
、
私
の
学
生
の
内
、
た
だ
一
人
だ
け
が
私

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

を
理
解
し
た
と

．
．
．
．
．
．
言
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
逸
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
…
…
。
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
の
価
値

論
に
つ
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
２
）
」 

（
１
）Sur 

la
 

théorie
 

Ｍarxiste
 

da
 

la
 

valeur 

（
Ｊour
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．
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（
２
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． 
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こ
れ
が
現
在
起
こ
っ
て
い
る
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
錬
金
術
的

．
．
．
．
教
義
は
存
在
し
て
い
な
い
か 

 

我
々
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
真
の
価
値
論
は
正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
仮

説
を
あ
え
て
た
て
る
と
い
う
蛮
行
を
す
る
勇
気
は
も
た
な
い
。
我
々
は
真
の
理
論
な
る
も
の
に
つ
い
て
は

そ
れ
を
あ
き
ら
め
論
じ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
我
々
が
例
の
有
名
なPape

 

Ｓatan

，pape 

ジ
ャ
ン
・
ブ
ル
ド
ー
氏
は
マ
ル
ク
ス
の
学
説
に
関
す
る
問
題
状
況
を
次
の
よ
う
に
か
な
り
上
手
に
ま
と

め
て
く
れ
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
は
、
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
な
も
の

で
あ
り
全
く
逆
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ゾ
ム
バ
ル
ト
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
が
あ
る
日
、
私
自
身
は
マ

．
．
．
．
．

ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
と
言
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
に
対
す
る
信
奉
者
た
ち
の
知
性
に
つ

い
て
あ
ま
り
幻
想
を
も
っ
て
い
な
い
言
明
で
あ
る
。
実
際
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
に
は
三
つ
の
教
義
が
存
在

す
る
。
一
つ
は
、
錬
金
術
的

．
．
．
．
教
義
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
著
作
家
の
み
が
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
カ
ウ
ツ
キ
ー
氏
―
彼
は
偉
大
な
神
学
者
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
り
、『
ノ
イ
エ
・
ツ
ァ
イ

ト
』
誌
の
主
幹
で
あ
る
が
―
カ
ウ
ツ
キ
ー
氏
は
、
も
し
我
々
が
彼
が
そ
う
で
あ
る
と
認
め
、
ま
た
エ
ン
ゲ

ル
ス
は
墓
の
中
に
な
ん
ら
秘
密
を
持
っ
て
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
さ
え
認
め
る
と
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
残

っ
て
い
る
唯
一
の
教
義
受
託
者
で
あ
ろ
う
。
い
ま
一
つ
は
、
秘
教
的
教
義

．
．
．
．
．
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
注
釈

を
つ
け
る
役
目
は
少
数
の
学
者
と
信
奉
者
が
担
っ
て
い
る
。

後
に
、
公
教
的
教
義

．
．
．
．
．
が
あ
る
。
こ
れ
は
宣

伝
と
公
衆
を
集
結
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
先
の
秘
教
的
教
義
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な

い
。
（
１
）
」 

Satan
 

aleppe
 

de
 

D
ante

 

が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
な
い
の
と
同
じ
こ
と

で
あ
る
。
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
書
き
手
は
明
瞭
に
表
現
す
る
と
い
う
労
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
ま
ず
は

も
学
識
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
さ
え
到
達
で
き
な
か
っ
た
一
つ
の
正
し
い
解
釈
、
マ

ル
ク
ス
の
腹
心
で
あ
っ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
－
こ
れ
が
ま
た
更
に
問
題
を
難
解
に
し
た
の
で
あ
る
が
－
そ
の

生
涯
の

後
の
数
年
間
を
あ
て
た
一
つ
の
正
し
い
解
釈
、
マ
ル
ク
ス
の
娘
婿
で
あ
っ
た
ラ
フ
ァ
ル
グ
氏
―

彼
は
マ
ル
ク
ス
に
尋
ね
る
為
の
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
－
も
到
達
で
き

も
し
れ
な
い
。
一
般
に
秘
教
的
教
義
を
も
つ
人
物
と
公
教
的
教
義
を
も
つ
人
物
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ

の
区
分
は
マ
ル
ク
ス
解
釈
家
達
の
教
養
の
程
度
と
情
熱
の
強
度
に
む
し
ろ
、
対
応
す
る
。
無
学
者
達
の
解

釈
は
常
に
学
者
の
解
釈
よ
り
も
は
る
か
に
論
理
的
か
つ
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
無
学
者
達
は
教
義
の

厳
密
に
論
理
的
な
帰
結
の
不
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
そ
う
し
た
帰
結
を
避
け
よ
う
と
は

決
し
て
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
学
者
達
は
こ
の
難
関
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
避
け

る
た
め
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
航
跡
を
と
っ
て
航
海
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
庶
民
は
ヨ
シ
ュ
ア
が
太

陽
を
止
め
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
の
に
、
な
ん
ら
の
困
難
も
感
じ
な
い
。
彼
ら
は
聖
書
の
こ
の
文
章
に

対
し
て
極
め
て
論
理
的
で
明
瞭
か
つ
自
然
な
解
釈
を
与
え
る
。
逆
に
天
文
学
に
つ
い
て
若
干
で
も
知
識
を

有
す
る
人
間
な
ら
誰
で
も
難
点
が
ど
っ
さ
り
現
れ
て
く
る
の
を
見
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
為
に
、
論
理
に
対

し
て
あ
ま
り
に
多
く
の
歪
曲
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
驚
く
べ
き
解
釈
を
や
っ
て
の
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
１
）
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し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
中
に
は
社
会
学
的
な
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
の
部
分
よ
り
も
優
れ

て
お
り
、
し
ば
し
ば
現
実
と
一
致
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
あ
る
極
め
て
明
瞭
な
思
想
、
す
な
わ
ち
階
級

 

ベ
ル
ン
シ
ョ
タ
イ
ン
よ
り
前
に
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
流
行
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
頂

点
に
達
し
て
い
た
時
期
に
、
ユ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
教
授
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
学
才
豊
か
に
論
じ
、
次

の
よ
う
な
誤
謬
を
明
ら
か
に
し
た
。（
１
）
一
．
マ
ル
ク
ス
の
統
計
資
料
が
不
完
全
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し

て
も
そ
れ
ら
の
資
料
で
は
そ
の
理
論
を
証
明
し
得
て
い
な
い
こ
と
。
二
．
消
費
収
入
、
貯
蓄
、
遺
産
、
貧

窮
度
、
犯
罪
率
、
兵
役
改
革
の
資
料
、
そ
し
て
と
り
わ
け
死
亡
率
に
つ
い
て
の
資
料
、
こ
れ
ら
は
富
が
ま

す
ま
す
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
貧
困
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
中
間
階
級
が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
、
こ
う

い
っ
た
こ
と
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
。 

 

経
済
的
進
化
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
予
想
は
現
時
点
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
こ
と
こ
そ
が
世
界
で

も
精
緻
を
極
め
た
言
語
操
作
で
さ
え
、
覆
す
こ
と
が
で
い
な
い
で
あ
ろ
う
一

事
実
で
あ
る
。
経
済
恐
慌
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
り
、「
資
本
主
義
」
社
会
を
破
滅
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
恐
慌
は
和
ら
い
で
き
て
い
る
。
貧
困
は
減
少
し
た
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
増

大
は
し
て
は
い
な
い
。
中
間
階
級
は
消
滅
し
て
は
い
な
い
、
小
経
営
は
存
続
し
、
し
か
も
発
展
し
て
い
る
。

富
の
集
中
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。（
１
）
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
辛
辣
な
批
判

材
料
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
て
い
た
諸
事
実
の
確
証
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
例
え
真
実
で
あ
っ
て
も
そ
れ

を
口
に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

な
か
っ
た
一
つ
の
正
し
い
解
釈
、
こ
れ
は
た
と
え
存
在
す
る
と
し
て
も
我
々
の
よ
う
な
素
人
の
手
か
ら
は

常
に
逃
げ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
マ
ル
ク
ス
の
業
績
の
検
討
は
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
使
用
さ
れ

て
い
る
用
語
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
普
通
の
用
語
法
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
意
味
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
そ
れ
ら
が
隠
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
崇
高
な
神
秘
を
見
抜
こ
う
と
な
ど
す
る
こ
と
な
く
、

行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

Ｓocialism
us 

und
 

kapitalistische
 

G
esellschaftsordnung

，1892. 

（
１
）
ア
モ
ン
（
Ａm

m
on

）
の
指
摘
を
参
照
。
Ｌ’ordre

 
social

，
Ｃours

，
§965

。 

（
１
） 

Ｂ
．
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
マ
ル
ク
ス
が
価
値
は
労
働
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
た
て 

た
有
名
な
定
理
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
。「
し
か
し
こ
の
命
題
は
資
本
主
義
社
会
の
法
則

と
い
か
な
る
つ
な
が
り
を
有
す
る
の
か
。
つ
ま
り
こ
の
命
題
は
研
究
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
は
た

し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
命
題
の
固
有
の
本
質
的
意
味
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
ま
さ
に
マ
ル

ク
ス
が
決
し
て
明
示
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
事
柄
で
あ
る
。
」 

（M
atar

．Stor

．ecc

．
，p.89

；trad
．Fran

ç

．
，p.98

） 

従
っ
て
こ
こ
に
は
あ
る
著
作
家
の
理
論
全
体
の
基
礎
を
な
す
一
命
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ

の
著
作
家
は
そ
の
信
奉
者
達
が
そ
れ
を
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
何
も
説

明
し
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
あ
る
謎
を
か
け
、
し
か
も
そ
れ
を
解
い
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。 
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闘
争
の
思
想
を
も
っ
て
い
た
。
彼
の
す
べ
て
の
実
践
的
行
動
を
鼓
舞
し
て
い
る
の
は
こ
の
思
想
で
あ
り
、

そ
の
す
べ
て
の
理
論
的
探
求
を
こ
の
思
想
に
従
属
さ
せ
て
遂
行
し
て
い
る
。
彼
の
理
論
的
探
求
は
あ
る
一

つ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
目
的
は
理
論
的
探
求
と
は
独
立
に
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
信
仰
と
科
学
と
を
区
別
す
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
信
仰
は
信
仰
の
真
理
が
科
学
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
科
学
が
そ
の
信
仰
の
真
理
に
反
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
に
耐
え
ら
れ

な
い
。
リ
ュ
ベ
ッ
ク
会
議
が
異
端
の
指
導
者
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
批
難
し
た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
原
理
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
う
し
た
信
仰
の
原
理
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。（
１
）
こ
れ
は
し
か
し
会
議

が
間
違
っ
て
い
た
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
正
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
が
正
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
よ
う
に
。 

（
１
） 

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
賞
賛
の
ゆ
え
に
、
ま
た
自
ら
を
「
革
命 

者
」
と
し
た
こ
と
の
ゆ
え
に
批
難
す
る
。
ベ
ー
ベ
ル
は
正
統
派
の
教
義
あ
る
い
は
エ
ア
フ
ル
ト
網
領
が

不
可
侵
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
。
し
か
し
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
個
々
の
個
人
に
は
許

さ
れ
て
お
ら
ず
、
会
議
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
あ
る
委
員
会
の
み
が
こ
の
権
利
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
ま
さ
に
バ
チ
カ
ン
公
会
議
が
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
公
会
議
は
言
う
。

「
聖
書
に
つ
い
て
誤
っ
た
解
釈
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
不
安
な
精
神
を
沈
黙
さ
せ
る
為
に
三
十
年
会

議
の
決
定
を
新
た
に
し
て
次
の
こ
と
を
決
定
す
る
。
何
人
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
与
え
る
意
味
と
異
な

っ
て
聖
書
を
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
解
釈
の
権
利
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
の
み
属
す
る
。
」 

 

ベ
ー
ベ
ル
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
決
議
は
二
〇
三
対
三
十
一
で
採
用
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う

に
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。「
会
議
は
社
会
主
義
政
党
の
知
的
進
歩
の
た
め
に
自
由
な
批
判
の
必
要
性
を

完
全
に
承
認
す
る
。
し
か
し
こ
こ
数
年
来
ベ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
本
質
的
に
片
寄

っ
た
批
判
は
他
方
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
及
び
そ
の
代
表
者
を
批
判
す
る
こ
と
を
さ
し
ひ
か
え
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
社
会
に
曖
昧
な
位
置
付
け
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
会
議
は
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
自
ら
の

誤
り
を
認
め
、
然
る
べ
く
行
動
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
議
事
日
程
に
戻
る
。 

さ
ら
に
次
の
文
章
は
バ
チ
カ
ン
公
会
議
が
述
べ
て
い
る
と
こ
こ
で
あ
る
。「
教
会
は
学
問
及
び
芸
術
の

育
成
に
反
対
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
れ
ら
を
さ
ま
ざ
ま
の
や
り
方
で
奨
励
し
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
そ
れ
か
ら
生
ず
る
人
間
の
幸
福
を
、
教
会
は
無
視
も
し
な
い
し
、
軽
ん
じ
も
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
（
社
会
主
義
政
党
の
知
的
進
歩
の
為
に
、
と
ベ
ー
ベ
ル
は
言
っ
て
い
る
。
）
…
…
。
教
会
は
い
か
な

る
学
問
に
対
し
て
も
そ
の
本
来
の
領
域
に
お
い
て
自
ら
の
原
理
と
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
理
性
的
自
由
を
認
め
つ
つ
も
学
問
が
自
ら
の
誤
謬
及
び
神
（
つ
ま
り
マ
ル

ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
の
教
え
と
矛
盾
す
る
も
の
を
持
ち
出
し
、
良
心
に
動
揺
を
生
ぜ
し
め
、
信
仰
の

領
域
に
混
乱
を
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
絶
え
ず
配
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
」 

 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
教
会
の
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
批
難
す
る
の
は
次
の
原
理
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「
人
間
の
諸
学
問
は
、
そ
の
主
張
を
、
啓
示
に
よ
る
教
義
と
矛
盾
す
る
場
合
で
さ
え
真
理
と
し
て
維
持

す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
精
神
の
自
由
で
も
っ
て
、
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
人
間
に

は
破
門
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
」 

 

経
済
諸
科
学
、
社
会
諸
科
学
、
さ
ら
に
統
計
科
学
も
、
そ
の
主
張
を
、
社
会
主
義
者
の
会
議
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
た
学
説
と
矛
盾
す
る
場
合
で
さ
え
、
真
理
と
し
て
維
持
で
き
る
ほ
ど
の
精
神
の
自
由
で
も

っ
て
研
究
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 
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「
利
潤
の
原
因
は
、
労
働
が
自
ら
を
維
持
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
以
上
に
生
産
す
る
こ
と
に
あ
る
。（
剰．

余
価
値

．
．
．
、
剰
余
労
働

．
．
．
．
（
１
）
。
）
農
業
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
資
本
も
一
定
の
利
潤
を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
な

ら
人
々
は
道
具
の
製
造
、
あ
る
い
は
修
理
、
ま
た
必
要
な
そ
の
他
の
仕
事
の
為
の
時
間
も
含
め
て
生
産
期

間
中
に
消
費
さ
れ
る
以
上
の
食
糧
を
農
地
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
、

も
し
資
本
家
が
生
産
物
を
受
け
取
る
と
い
う
条
件
で
労
働
者
を
養
お
う
と
企
て
る
場
合
に
は
、
前
貸
分
を

返
し
て
も
ら
っ
た
後
に
は
一
定
の
利
潤
（
剰
余
価
値

．
．
．
．
）
が
彼
の
手
元
に
残
る
と
い
う
こ
と
が
結
果
す
る
。

換
言
す
れ
ば
、
資
本
が
利
益
を
も
た
ら
す
の
は
食
糧
、
衣
服
、
原
材
料
、
及
び
諸
道
具
が
そ
れ
ら
を
生
産

す
る
の
に
必
要
な
時
間
（
必
要
労
働
時
間

．
．
．
．
．
．
）
よ
り
長
く
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
、
も
し
あ
る
資
本
家

が
一
群
の
労
働
者
達
に
対
し
て
彼
ら
の
労
働
の
産
物
す
べ
て
を
彼
が
受
け
と
る
と
い
う
条
件
で
右
の
も
の

す
べ
て
を
供
給
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
労
働
者
の
必
要
物
及
び
道
具
の
維
持
の
た
め
の
前
貸
分
を
取
り
戻
し

た
後
で
は
労
働
者
が
彼
の
為
に
働
い
た
時
間
の
一
部
（
剰
余
労
働

．
．
．
．
）
の
一
部
が
彼
の
手
元
に
残
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
（
２
）。
」 

 

こ
の
経
済
学
的
部
分
は
、
そ
の
主
要
な
点
に
つ
い
て
は
昔
の
経
済
学
者
、
リ
カ
ー
ド
ー
と
そ
の
学
派
に

よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
原
理
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
推
論
が
表
現
さ
れ
る
形
式
の
み
が
マ
ル

ク
ス
に
属
す
る
。
そ
れ
は
観
念
連
合
に
よ
っ
て
、
階
級
闘
争
に
好
都
合
な
感
情
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
適
し

て
い
る
。（
１
）
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
に
お
い
て
本
質
的
な
も
の
は
す
べ
て
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・

ミ
ル
の
『
政
治
経
済
学
原
理
』
の
中
の
次
の
文
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
用
語

法
を
変
え
た
だ
け
で
あ
る
、
と
。
我
々
は
こ
こ
で
傍
点
お
よ
び
括
弧
を
用
い
て
マ
ル
ク
ス
の
用
語
法
を
ミ

ル
の
文
章
に
追
加
し
よ
う
。 

 

マ
ル
ク
ス
は
更
に
、
や
や
曖
昧
で
は
あ
る
が
一
貫
性
に
も
真
理
性
に
も
欠
け
て
お
ら
ず
、
歴
史
の
唯
物

．
．
．
．
．

論
的
構
想
、
理
論
、
あ
る
い
は
解
釈

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
の
名
の
も
と
に
知
ら
れ
て
い
る
考
え
方
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
に
は
特
に
「
社
会
的
問
題
は
道
徳
問
題
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
理
論
に
対
す
る
反
動
が
見
て
と
れ
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
社
会
学
的
部
分
は
全
て
次
章
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
経
済
学
的
部
分
に
つ
い
て
の
検
討
に
限
定
し
よ
う
。 

    

 
 

あ
る
生
産
物
、
例
え
ば
一
〇
〇
が
二
つ
の
事
物
Ａ
及
び
Ｂ
の
結
合
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
と 

（
１
） 

同
じ
権
利
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
給
与
の
原
因
は
、
資
本 

が
そ
れ
を
維
持
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
以
上
に
生
産
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
し
機
械
技
師
が
給
与
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
蒸
気
機
関
が
そ
の
維
持
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
以
上
に
生
産

す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。 

（
１
） 

第
十
二
章
「
観
念
連
合
に
よ
る
詭
弁
」
を
参
照
。 

よ
。
こ
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
が
四
〇
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
を
可
能

に
す
る
原
因
は
、
Ａ
が
た
だ
六
〇
を
生
産
す
る
の
で
は
な
く
、
一
〇
〇
を
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
に

し
よ
う
。
こ
の
生
産
物
は
Ａ
に
対
し
て
六
〇
、
Ｂ
に
対
し
て
四
〇
、
の
割
合
で
分
割
さ
れ
得
る
と
せ 
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こ
こ
に
一
つ
の
例
が
あ
る
。
一
、『
資
本
論
』
に
お
け
る
き
わ
め
て
多
数
の
文
章
は
次
の
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
循
環
の
現
象
は
金
属
貨
幣
か
ら
商
品
へ
の
、
ま
た
、
商

品
か
ら
金
属
貨
幣
へ
の
実
質
上
の
転
換
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
及
び
資
本
が
形

成
さ
れ
る
の
は
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。 

 
 

ジ
ュ
ピ
タ
ー
は
猫
を
や
り
こ
め
る
！ 

 
 

私
は
は
つ
か
鼠
で
あ
る
。
鼠
の
類
達
よ
、
万
歳
！ 

 

も
し
貴
方
が
別
の
意
味
を
採
用
す
れ
ば
、
貴
方
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 

風
を
切
っ
て
飛
ぶ
者
達
よ
、
万
歳
！ 

 
 

私
は
鳥
で
あ
る
。
私
の
羽
を
見
て
ご
ら
ん
。 

 

着
想
の
独
創
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
経
済
学
的
な
部
分
は
マ
ル
ク
ス
の
業
績
に
お
け
る
中 

心
点
を
占
め
て
は
い
な
い
。
実
際
『
資
本
論
』
は
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
中
で

も
浩
瀚
な
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
中
心
点
が
見
出
さ
れ
る
の
は
『
共
産
党
宣
言
』
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、『
資
本
論
』
は
言
わ
ば

ふ
ろ
く
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
目
的
は
政
治
経
済
学
に
立
脚
し
つ
つ
、
教
義
に
対
し
て
な
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
反
論
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、『
資
本
論
』
全
体
を
読
ん
だ

後
で
こ
の
著
作
に
つ
い
て
の
全
体
的
理
解
を
形
成
し
よ
う
と
試
み
る
際
に
我
々
が
感
じ
る
印
象
の
由
来

を
理
解
す
る
う
え
で
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
に
お
け
る
統
一
性
の
欠
如
は
明
ら
か
で
あ
っ

て
、
著
者
は
到
達
し
よ
う
と
す
る
目
的
は
明
瞭
に
見
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
至
る
道
筋
に
つ

い
て
は
同
じ
く
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
か
な
い
。
彼
は
い
く
つ
も
の
道
筋
を
試
み
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ

が
余
り
に
現
実
か
ら
遠
い
帰
結
に
至
る
時
に
は
、

初
の
と
は
し
ば
し
ば
全
く
別
の
道
筋
を
た
ど
り
、

し
か
も
そ
の
こ
と
か
ら
結
果
す
る
か
も
し
れ
な
い
矛
盾
に
は
全
く
配
慮
し
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
信
奉
者

は
そ
の
師
も
ま
た
論
理
力
な
い
し
は
学
問
的
知
識
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
は
認
め
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
矛
盾
も
彼
ら
を
不
快
に
す
る
こ
と
は
全
く
な
く
、
逆
に
、

そ
う
し
た
矛
盾
が
隠
し
持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
深
く
崇
高
な
神
秘
な
る
も
の
を
賛
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
は
そ
う
し
た
矛
盾
は
批
判
の
道
筋
を
混
乱
さ
せ
る
。
も
し
貴
方
が
貴
方
に
と
っ
て
議
論
の
余
地

が
な
い
と
思
わ
れ
る
意
味
明
瞭
な
『
資
本
論
』
の
中
の
あ
る
文
章
に
対
し
て
反
論
す
る
と
す
れ
ば
、
意

味
が
全
く
異
な
る
別
の
文
章
が
貴
方
に
対
し
て
引
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
常
に
蝙
蝠
の
寓
話
で

あ
る
。
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

（
２
）Liv.

Ⅱ,chap.
Ｘ
Ｖ,

§5. 

人
は
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
に
問
い
た
が
る
。「
純
粋
経
済
学
理
論
は

何
の
役
に
立
つ
の
か
。
」
こ
の
よ
う
に
重
大
な
誤
謬
に
陥
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。 

      

あ
る
。
同
じ
く
逆
も
可
で
あ
り
、
Ａ
が
六
〇
を
受
け
取
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
原
因
は
Ｂ
が
た
だ
四

〇
を
生
産
す
る
の
で
は
な
く
、
一
〇
〇
を
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
の
内
に
あ
る
、
と
。
こ
の
二
つ
の

命
題
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
等
し
く
正
し
い
の
で
は
あ
る
が
、
事
象
に
つ
い
て
の
同
じ
く
誤
っ
た

観
念
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。 
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二
巻
及
び
三
巻
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
ジ
ア
ー
ル
（
Ｇiard

）
及
び
ブ
リ
エ
ー
ル
（B

rièr
）

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
ま
ず
第
一
に
、
あ
る
疑
問
を
と
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
い
く
つ
か
の
場
合
に
お
い
て

貨
幣
を
通
貨
と
混
同
し
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
違

う
、
あ
る
い
は
良
く
言
っ
て
も
彼
は
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
自
分
に
都
合
の
良
い
時
だ
け
区
別
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
貨
幣
．
．
、
あ
る
い
は
通
貨

．
．
．
．
．
．
。
こ
れ
ま
で
我
々
は
貴
金
属
貨
幣
を
価
値
の
尺
度
と

し
て
の
側
面
と
流
通
の
手
段
と
し
て
の
側
面
と
い
う
二
重
の
相
の
も
と
に
考
察
し
て
き
た
。
貴
金
属
貨

幣
は
理
想
の
貨
幣
と
し
て
第
一
の
機
能
を
果
た
し
、
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
第
二
の
機
能
に
お
い
て
表
象

さ
れ
得
る
。
し
か
し
貴
金
属
貨
幣
が
商
品
の
実
質
的
等
価
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
貨
幣
商
品
と
し
て
、

貴
金
属
物
体
の
形
態
に
お
い
て
自
ら
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
能
も
存
在
す
る
。
更
に
も
う
一
つ

別
の
機
能
が
存
在
す
る
。
貴
金
属
貨
幣
は
こ
の
機
能
を
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
で
、
あ
る
い
は
そ
の
代

替
物
に
よ
っ
て
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
機
能
に
お
い
て
は
商
品
の
価
値
の
唯
一
適

切
な
化
身
と
し
て
常
に
日
常
商
品
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
貴
金
属
貨
幣
は

価
値
尺
度
と
し
て
の
機
能
、
及
び
通
貨
と
し
て
の
機
能
に
対
立
し
て
本
来
の
貨
幣
、
あ
る
い
は
通
貨
と

し
て
機
能
す
る
と
言
え
よ
う
。
」
（I

，
ｐ
．53

（
１
）
）
更
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
価
格
、
す
な
わ
ち

商
品
の
貨
幣
的
名
称
に
お
い
て
は
金
と
の
等
価
性
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
等

価
性
は
未
だ
実
現
さ
れ
た
事
実
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
」
そ
れ
故
、
「
実
現
さ
れ
た
事
実
」
が
生
ず
る
こ

と
が
好
ま
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
「
交
換
価
値
の
成
果
を
現
実
に
手
に
す
る
為
に
は
、
商
品
は
そ

の
自
然
的
身
体
（
２
）
を
出
し
、
単
に
想
像
さ
れ
た
金
か
ら
現
実
の
金
に
自
ら
を
転
換
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
１,p.43

）
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
商
品
を
金
に
お

い
て
評
価
し
、
か
く
し
て
販
売
を
先
取
り
す
る
。
販
売
が
起
こ
る
時
に
事
実
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
商
品
は
現
実
の
金
と
交
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
２
）
次
の
よ
う
な
慣
用
語
法
に
注
意
さ
れ
た
い
。
自
然
的
身
体
を
持
ち
、
ま
た
そ
れ
を
脱
ぎ
捨
て 

 
 
 
 

 

Ⅲ
．
－Livre 

Ⅲ
，Le

 
procès 

d’ensem
ble

 
de

 
la
 

production
 

 capitaliste

，

Ⅰ
．(

資
本
主
義
的
生
産
の
総
過
程
Ⅰ) 

        

Ⅱ
．
－Livre

Ⅱ
，Le

 
procès 

ｄ’ensem
ble 

de
 

circulation
 

du
 

capital

．（
資

本
の
流
通
過
程
）
． 

          

Ⅳ
．
－Livre 

Ⅲ
，Le

 
procès 

d’ensem
ble

 
de

 
la
 

production
 

 capitaliste

，

Ⅱ
．(

資
本
主
義
的
生
産
の
総
過
程
Ⅱ) 

（
１
） 

宜
上
我
々
は
『
資
本
論
』
の
各
巻
を
次
の
よ
う
に
示
す
。 

Ｉ
．
－
１er 

volum
e

．
Ｔrad

．
ｆran

ç

．
，librairie

 
du

 

Ｐrogrès

． 

る
商
品
！
商
品
は
そ
れ
が
ま
と
う
身
体
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
自
然
的
身
体

．
．
．
．
．
を
有
し
、

自
ら
を
想
像
さ
れ
た
金

．
．
．
．
．
．
に
転
換
し
た
り
、
あ
る
い
は
現
実
の
金

．
．
．
．
に
転
換
し
た
り
す
る
。
そ
れ
は
「
二

つ
の
顔
す
な
わ
ち
使
用
価
値
と
交
換
価
値
と
を
有
す
る
何
物
か
」
で
あ
る
。
（
Ⅰ,p.16

）
価
値
は

ま
た
自
ら
を
表
示
し
、
自
ら
を
実
現
し
、
自
ら
を
転
換
さ
せ
る
あ
る
独
立
の
実
体
で
も
あ
る
。
価

値
が
生
産
比
に
等
し
く
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
マ
ル
ク
ス
は
「
商
品
価
値
の
生
産
比
へ
の
変
換
」
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を
す
な
わ
ち
通
貨
の
商
品
へ
の
変
換
、
お
よ
び
商
品
の
通
貨
へ
の
再
変
換
、
つ
ま
り
販
売
す
る
た
め
に
購

買
す
る
」
（
Ⅰ,p.61

）
と
言
う
時
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
実
質
的
変
換
で
あ
る
。
他
方
、
単
な
る
評

価
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
に
は
、
右
の
こ
と
は
す
べ
て
意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。「
循
環
Ａ
－

Ｍ
－
Ａ
に
お
い
て
購
買
者
は
自
ら
の
通
貨
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
販
売
者
と
し
て
そ
の
通
貨
を

取
り
戻
す
た
め
で
あ
る
。
…
…
。
例
え
購
買
者
が
通
過
を
で
て
い
く
に
ま
か
せ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
た

だ
そ
れ
を
後
に
な
っ
て
取
り
戻
す
と
い
う
陰
険
な
下
心
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
通
貨
は
そ
れ
故
、

単
に
前
貸
金
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」（
Ⅰ,p.62

）
こ
の
流
通
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
と
っ
て
き
わ
め
た

重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
資
本
主
義
経
済
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
通
貨
の
所
有
者

が
資
本
家
に
な
る
の
は
こ
の
運
動
の
代
表
者
と
し
て
、
意
識
的
支
持
者
と
し
て
、
で
あ
る
。
彼
ら
の
身
体

あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
通
過
の
出
発
点
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
の
還
帰
点
で
あ
る
。
循
環
Ａ
－

Ｍ
－
Ａ
の
客
観
的
内
容
、
す
な
わ
ち
価
値
が
生
み
だ
す
余
剰
価
値
（
２
）
、
こ
れ
は
彼
の
主
観
的
な
内
密
の

目
的
で
あ
る
。」（
Ⅰ,p.64

）
通
貨
の
所
有
者

．
．
．
．
．
．
が
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
実
際
に
貨
幣
を
所
有
し

て
い
る
人
間
の
み
で
あ
る
。
人
は
あ
る
単
一
の
評
価
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
単
一
の
評
価
は
彼
の

ポ
ケ
ッ
ト

．
．
．
．
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
循
環
Ａ
－
Ｍ
－
Ａ
の
客
観
的
内
容
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
れ
に
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
次
の
よ
う
に
言
う
時
す
な
わ
ち
「
商
品
循
環
の
直
接
的
形
態
は
Ｍ
－
Ａ
－

Ｍ
で
あ
り
、
商
品
の
通
貨
（argent
）
へ
の
変
換
で
あ
り
、
通
貨
の
商
品
へ
の
再
変
換
で
あ
り
、
購
買
の

た
め
の
販
売
で
あ
る
。
（
１
）
し
か
し
こ
の
形
態
の
ほ
か
に
全
く
別
の
形
態
、 

  

 
 
 

こ
れ
は
全
く
の
実．
体
論
．
．
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
実
体
論

．
．
．
と
唯
名
論

．
．
．
と
の
間
の
論
争
に
つ
れ

も
ど
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

（
１
） 

こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
真
実
は
、
消
費
者
は
効
用

ユ
テ
ィ
リ
テ

（
オ
フ
ェ
ミ
テ
・oph

èlim
itè

）
で
計 

通
貨
―
商
品
―
通
貨 

Ａ
－
Ｍ
－
Ａ 

算
し
、
企
業
家
は

通
貨

ニ
ュ
メ
レ
ー
ル

で
計
算
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（C

ours,

§87,438,etc

．
）
そ
し
て

も
し
資
本
と
企
業
が
社
会
化

．
．
．
さ
れ
る
と
し
て
も
社
会
主
義
国
家
は
尚
通
貨
に
よ
る
計
算
を
確
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
オ
リ
フ
ェ
ミ
テ
に
よ
る
計
算
は
現
実
不
可
能
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
経
済
科
学
は
他
方
通
貨
に
よ
る
計
算
と
オ
リ
フ
ェ
ミ
テ
に
よ
る
計
算
と
の
間
に
存
在
す
る

諸
関
係
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

マ
ル
ク
ス
の
命
題
は
、
も
し
「
銀
貨

ア
ル
ジ
ャ
ン

」
と
い
う
言
葉
に
換
え
て
「

通
貨

ニ
ュ
メ
レ
ー
ル

」
と
い
う
言
葉
を

置
く
な
ら
ば
、
現
実
に
接
近
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
循
環
は
厳
密
に
言
え
ば
自
て
自
身
に
回
帰

に
つ
い
て
語
る
。「
商
品
は
使
用
価
値
の
形
態
の
も
と
に
世
界
に
登
場
す
る
」（
Ⅰ,p.48

）
商
品
は

価
値
の
担
い
手

．
．
．
．
．
．
で
あ
る
。
「
使
用
価
値
は
そ
の
対
立
物
す
な
わ
ち
価
値
の
発
現
形
態
と
な
る
」

（
Ⅰ,p.22

）
「
具
体
的
労
働
は
そ
の
対
立
物
す
な
わ
ち
抽
象
的
人
間
労
働
の
発
現
形
態
と
な
る
。
」

（
Ⅰ,p.23
） 
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「
商
品
生
産
が
発
展
し
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
は
生
産
物
の
循
環

の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
。
貨
幣
は
協
約

コ
ン
ト
ラ

に
よ
る
一
般
的
商
品
と
な
る
。
」
（
Ⅰ,p.58

）

単
な
る
評
価
が
協
約
に
よ
る
一
般
的
商
品
．
．
で
あ
る
と
、
ど
う
し
て
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

後
に

も

あ
か
ら
さ
ま
な
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。「
資
本
主
義
体
制
に
お
い
て
は
、
商
品
は
生
産
物
の
一
般
的
形

態
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
生
産
物
に
対
し
て
定
期
的
に
自
ら
を
銀
貨

ア
ル
ジ
ャ
ン

に
転
換
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
結
果
す
る
の
は
、
商
品
の
量
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
流
通
手
段
、
準
備
金
支
払
等
の
手
段

と
し
て
役
立
つ
金
・
銀
の
平
行
的
増
大
が
起
こ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
Ⅱ,p.129

） 
 

我
々
は
明
瞭
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
一
理
論
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
全
く

間
違
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
（Jevons

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
振

替
、
手
形
、
手
形
交
換
所
（C

learing

－H
ouse

）
は
結
果
と
し
て
循
環
の
大
部
分
に
つ
い
て
我
々
を
商

品
の
物
々
交
換
体
制
に
行
き
着
か
せ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
貨
幣
が
交
換
に
介
在
す
る
こ
と
は
、
ま
す
ま

す
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
循
環
Ａ
－
Ｍ
－
Ａ
が
資
本
主
義
体
制
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

た
し
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
の
社
会
は
こ
の
資
本
主
義
体
制
か
ら
ま
す
ま
す

遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
文
明
国
の
統
計
も
証
明
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
商
品
の
量
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
金
・
銀
…
…
の
平
行
的

．
．
．
増
大
が
起
こ
る
に
違

い
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
も
間
違
い
で
あ
る
。
金
属
貨
幣
の
量
は
、
近
年
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
商

品
の
量
と
比
例
的
に
平
行
し
て
増
大
し
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。 

 

二
、
以
上
の
批
判
は
、
我
々
が
引
用
し
た
い
く
つ
か
の
命
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
痛
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
全
く
意
味
の
な
い

異
な
る
命
題
も
用
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
『
資
本
論
』
第
一
巻
に
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て

い
る
。「
各
支
払
い
が
相
殺
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
貨
幣
は
収
支
計
算
の
貨
幣
と
し
て
、
そ
し
て

価
値
の
尺
度
と
し
て
、
た
だ
理
想
的
な
形
で
機
能
す
る
。
」
（
Ⅰ,p.55

）
彼
は
我
々
に
「
支
払
い
の
連
鎖
」

に
つ
い
て
、
ま
た
「
収
支
を
相
殺
す
る
為
の
人
工
的
一
体
系
」
（
Ⅰ,p.55

）
に
つ
い
て
語
る
。
第
二
巻
で

は
貨
幣

ア
ル
ジ
ャ
ン

資
本
と
並
ん
で
商
品
資
本
が
登
場
す
る
。「
（
労
働
力
を
再
生
産
す
る
為
に
必
要
な
、
そ
し
て
可
変

資
本
（
１
）
の
変
換
の

終
結
果
た
る
食
糧
を
含
め
て
）
産
業
資
本
の
循
環
の
中
に
入
る
諸
商
品
は
、
そ

の
起
源
が
何
で
あ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
を
世
界
に
送
り
出
す
生
産
の
社
会
的
形
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
生
産
様
式
か
ら
生
じ
た
商
品
資
本
、
商
人
資
本
の
形
態
の
も
と
に
登
場
す
る
。
」
（
Ⅱ,p.101

）

 

（
２
） 

こ
の
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
は
第
十
二
章
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
引
用
を
参
照
。 

し
我
々
が
そ
れ
を
中
断
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
我
々
の
恣
意
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
留
保
条

件
の
も
と
に
お
い
て
の
み
我
々
が
無
限
の
循
環
、す
な
わ
ち
通
貨
―
商
品
―
通
貨
―
商
品
…
…
、

か
ら
、
企
業
の
貸
借
対
照
表
を
作
る
た
め
に
、
通
貨
―
商
品
―
通
貨
と
い
う
一
連
環
を
分
離
す

る
こ
と
は
正
統
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
命
題
を
受
け
入
れ

る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
形
式
の
も
と
で
は
こ
の
命
題
は
も
は
や
著
者
の

目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
達
成
す
る
に
は
不
適
当
で
あ
る
。 
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大
変
結
構
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
資
本
の
一
般
的
公

．
．
．
．
．
．
．
式．
」
Ａ
－
Ｍ
－
Ａ
（
Ⅰ,chap.

Ⅲ
）
と
、
全

く
一
致
し
て
い
な
い
。「
通
貨
の
所
有
者
」「
エ
キ
ュ
銀
貨
を
持
つ
人
間
（
２
）
」
に
つ
い
て
、
も
し
、
商
品

資
本
が
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
彼
ら
も
ま
た
同
時
に
商
品
の
所
有
者
あ
る
い
は
商
品
を
持
つ
人
間
で
あ
る

と
言
え
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
は
、
い
つ
も
「
通
貨
の
所
有
者
」「
エ
キ
ュ
銀
貨
を
持
つ
人
間
」
に

つ
い
て
の
み
我
々
に
語
る
の
か
。 

 

さ
ら
に
別
に
「
開
放
さ
れ
た
資
本
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
「
も
し
我
々
が
こ
の
解
放
さ

れ
た
資
本
－
そ
の
機
能
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
－
に
よ
り
接
近
し
て
観
察
す
る
な
ら
ば
、
相
当
部
分

が
通
貨
形
態
を
と
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
」（
Ⅱ,p.306.

）
し
か
し
、
哀
し

い
か
な
、
こ
れ
は
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
ほ
と
ん
ど
理
解
不
可
能
な
計
算

に
没
頭
す
る
。
友
人
で
あ
っ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
さ
え
、
あ
る
注
記
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
こ
の
章
を
印
刷
に
付
す
る
為
に
準
備
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
代

数
学
に
精
通
し
て
い
た
が
（
１
）
、
算
術
計
算
の
習
慣
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
商
業
計
算
の
習
慣

は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
…
…
。
そ
の
結
果
マ
ル
ク
ス
は
資
本
回
転
の
計
算
に
お
い
て
訳
が
分
か
ら
な
く

な
り
、
そ
の
多
く
を
未
完
成
の
ま
ま
放
り
出
し
、
そ
の
多
く
の
計
算
に
お
い
て
は
間
違
っ
た
、
し
か
も

矛
盾
し
た
結
果
に
到
達
し
た
…
…
。
こ
の
痛
ま
し
い
計
算
の
余
り
正
確
で
な
い
結
果
は
マ
ル
ク
ス
を
導

い
て
、
私
の
見
解
で
は
余
り
重
要
で
も
な
い
一
事
実
、
彼
が
通
貨
資
本
の
解
放
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も

の
に
誇
張
さ
れ
た
重
要
性
を
付
与
せ
し
め
る
に
到
っ
た
…
…
。
マ
ル
ク
ス
の
文
章
に
つ
い
て
何
よ
り
も

ま
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
産
業
資
本
の
相
当
の
部
分
は
常
に
通
貨
形
態
を
と
ら
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
一
時
的
に
は
よ
り
大
き
な
部
分
が
同
じ
く
こ
の
通
貨
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
、
彼
が
証
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
Ⅱ,p.309.311.

） 

 

初
に
通
貨

ア
ル
ジ
ャ
ン

の
形
態
の
も
と
に
現
れ
た
の
は
、
全
資
本
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
そ
れ
は
資
本
の
一
部
に

す
ぎ
な
い
。「
…
…
生
産
過
程
、
流
通
過
程
か
ら
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
別
の
状
況
は
、
先
払
い
さ
れ
る
資

本
の
一
部
が
通
貨
の
形
態
で
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
」
（
Ⅱ,p.275
）
そ
し
て
、

初
の
立
場
を

マ
ル
ク
ス
が
放
棄
す
る
の
は
不
承
不
詳
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
の
あ
る
一
部
が
実

践
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
の
理
解
を

大
い
に
容
易
な
ら
し
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
そ
の
資
本
の
一
部
を
見
逃
す
」
（
Ⅱ,p.275

） 

（
２
） 

「
銀
通
貨
の
資
本
へ
の
転
換
は
循
環
の
内
的
法
則
を
基
礎
と
し
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
…
…
。
未
だ
さ
な
ぎ
の
状
態
に
あ
る
資
本
家
に
す
ぎ
な
い
銀
通
貨
の
所
有
者
…
…
」（
Ⅰ,p.70

）

「
一
商
品
の
日
常
的
価
値
か
ら
交
換
価
値
を
引
き
出
し
得
る
為
に
は
…
…
、
エ
キ
ュ
を
持
つ
人
間
が

必
要
で
あ
ろ
う
…
…
。
」
（
Ⅰ,p.71

）
「
銀
通
貨
所
有
者
が
商
品
と
し
て
の
労
働
力
を
市
場
に
お
い
て

見
出
す
た
め
に
は
…
…
。
」（ibidem

）
；et 

passim

． 

（
１
） 

こ
の
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
は
『
資
本
論
』（
仏
訳
）
第
一
巻
の336

ペ
ー
ジ
の
マ
ル
ク
ス
の 

引
用
を
参
照
。 

経
済
学
者
を
論
難
す
る
。
こ
の
引
用
の

後
の
部
分
は
、
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
が
真
理
に
や
や
歪
曲
を

加
え
て
全
資
本
を
通
貨
形
態
に
お
い
て
示
し
、
エ
キ
ュ
を
持
つ
人
間
を
資
本
家
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
始
め

た
の
は
、
多
分
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
を
よ
り
よ
く
理
解
さ
せ
る
為
な
の
で
あ
ろ
う
。 
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そ
れ
が
全
体
で
な
い
以
上
は
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
「
相
当
の
部
分
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ

と
自
体
も
正
し
く
は
な
い
（
１
）
。
そ
し
て
も
し
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た

な
ら
ば
、
多
分
我
々
は
『
資
本
論
』
の
さ
ら
に
も
う
一
巻
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
は
こ
の
「
相
当
の
部
分

．
．
．
．
．
」
は
「
小
部
分

．
．
．
（
２
）
」
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
見
解
の
為
の
「
小
部
分
」
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

  

 

四
〇
億
フ
ラ
ン
は
七
百
四
十
億
フ
ラ
ン
の
「
一
相
当
部
分
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
七
百
四
十
億
フ
ラ

ン
の
十
八
分
の
一
か
ら
一
九
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
割
合
は
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
で
さ

え
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
四
〇
億
フ
ラ
ン
す
べ
て
を
資
本
と
す
る
こ
と
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
政
府
、
陸
軍
隊
、
海
軍
に
雇
わ
れ
て
い
る
人
々
の
棒
給
、
債
務
の
支
払
い
等
々
は
一
体

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  

さ
ら
に
我
々
が
今
言
っ
た
ば
か
り
の
資
本
の
評
価
は
欠
落
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
な
欠
陥
を
も
っ
て

い
る
。
土
地
と
家
屋
で
九
百
億
フ
ラ
ン
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
在
外
資
金
等
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
全
体
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
動
産
、
公
共
部
門
を
控
除
し
て
も
二
千
百
四
〇
億
フ
ラ
ン
に
達
す
る
で

あ
ろ
う
。 

 

税
金
を
免
除
さ
れ
た
人
々
の
所
有
す
る
資
本
・
・ 8

,5
3  

 

鉱
坑
山
・
工
場
等
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・29
,4
9 

 

イ
ギ
リ
ス
鉄
道
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・23

,2
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（1
0

億
フ
ラ
ン
） 

 

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
資
本
に
つ
い
て
語
り
、
収
入
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。
ギ
ッ
フ
ェ
ン
（G

i
ffe

n

）

氏
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
次
の
よ
う
な
資
本
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 

イ
ギ
リ
ス
の
国
民
の
収
入
は
三
百
億
フ
ラ
ン
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
（A

．de
 

Foville

，

La
 

richesse
 

en
 

France
 

et 
à
 

l’è
tr
an
ger

）
．
四
〇
億
フ
ラ
ン
の
金
属
貨
幣
は
収
入
三
百

億
フ
ラ
ン
の
「
一
相
当
部
分
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
収
入
の
七
分
の
一
と
八
分
の
一
の
間
の
一
部
分
に

す
ぎ
な
い
。 

 

農
業
経
営
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・13

,0
5 

（
２
） 

ジ
ャ
ッ
ク
親
方
―
そ
れ
は
た
い
し
た
金
だ
。 

（
１
） 

連
合
王
国
に
存
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
金
貨
の
ス
ト
ッ
ク
は
一
億
ポ
ン
ド
、
銀
貨
の
ス
ト
ッ
ク
は 

二
千
三
百
万
ポ
ン
ド
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
貨
幣
お
よ
び
メ
ダ
ル
の
管
理
―

R
apport 

au
 

m
inister 

des 
finances

－1900

，p

．277

．
）
全
体
で
こ
れ
ら
は
一
億
二
千

三
百
万
ポ
ン
ド
あ
る
い
は
約
三
十
億
フ
ラ
ン
と
七
千
五
百
万
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
こ
の
数
字
を
無
理
矢

理
四
〇
億
フ
ラ
ン
と
す
れ
ば
我
々
は
確
実
に
真
理
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

                       
 
 
 
 
 
 

合
計7

4,2
7 

 
（
１
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
言
葉
通
り
に
信
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
証
明
は
欠
け
て 

い
る
。 
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彼
の
「
資
本
の
一
般
的
公
式
」
の
う
ち
真
な
る
も
の
は
、
彼
が
Ａ
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
を
貨
幣
と
し

 

と
こ
ろ
で
、
資
本
主
義
に
反
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
命
題
に
関
し
て
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
、
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
資
本
が
も
っ
ぱ
ら
、
不
毛

な
一
物
質
」
た
る
銀
で
あ
る
こ
と
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
共

有
す
る
人
々
は
、
そ
れ
が
『
資
本
論
』
の
中
の
多
く
の
文
言
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
を
見
、「
銀
の

所
有
者
、
エ
キ
ュ
銀
貨
を
持
つ
人
間
」
の
う
ち
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
永
遠
の
敵
を
見
、
そ
し
て
完
全
に
満

足
す
る
。
こ
れ
は
プ
ル
ー
ド
ン
が
断
固
と
し
て
身
を
置
い
た
立
場
で
あ
る
が
、
彼
は
あ
ま
り
に
あ
か
ら
さ

ま
に
断
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
断
定
の
仕
方
は
、
あ
ま
り
教
育
の
な
い
人
間
達
を
満
足
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
何
ら
か
の
知
識
を
有
す
る
人
物
達
の
批
判
を
容
易
に
招
く
こ
と
に

な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
逆
に
様
々
な
意
味
に
な
る
命
題
の
お
か
げ
で
、
こ
し
た
人
物
達
を
す
べ
て
満
足
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
れ
も
、
実
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
自
ら
が
陥
っ
て
い
る
矛
盾
を
あ
ま
り
気
に
す

る
こ
と
も
な
く
、
次
々
と
連
続
的
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
我
々
は
、
マ
ル
ク
ス
が
真
理
を
承
知
の
上
で
ゆ
が
め
た
と
し
て
非
難
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な

い
。
し
か
し
、
あ
る
命
題
を
情
熱
的
に
擁
護
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
論
者
と
同
じ
く
、
彼
は
多
分
無
意

識
の
う
ち
に
、
あ
る
議
論
を
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
内
的
真
実
性
の
量
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
命
題
が
そ
こ
か
ら
引
き
だ
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
利
益
に
よ
っ
て
選
択
す
る
方

向
に
引
っ
ぱ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

外
国
貿
易
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
彼
は
「
循
環
手
段
お
よ
び
国
内
支
払

い
の
手
段
と
し
て
貨
幣
の
機
能
」
と
「
普
遍
的
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
機
能
」
と
を
区
別
す
る
。「
こ
の
後
者

の
機
能
に
お
い
て
物
質
的
貨
幣
、
す
な
わ
ち
金
と
銀
は
常
に
要
求
さ
れ
る
。
」（
Ⅰ,p.59

）
こ
れ
も
ま
た
間

違
い
で
あ
る
。
相
殺
は
国
際
支
払
い
に
つ
い
て
も
同
じ
く
行
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
の
優
れ
た
描
写
は
ゴ
ッ

シ
ェ
ン
（G

oschen

）
の
『
外
国
貿
易
の
理
論
』
（Th

éor
i
e
 

d
es

 
ch
an
ge
s
 

ét
ra
ng
er
s

）
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
自
身
は
「
国

際
収
支
の
決
済
」
に
つ
い
て
語
る
。
彼
は
付
け
加
え
て
言
う
。「
金
と
銀
は
本
質
的
に
異
な
る
国
民
間
の
物

資
の
交
換
に
お
け
る
通
常
の
均
衡
が
崩
れ
る
た
び
に
、
国
際
的
な
購
買
手
段
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ

る
。
」
こ
こ
に
は
商
業
の
収
支
に
つ
い
て
の
古
く
か
ら
の
誤
謬
が
現
れ
て
い
る
。
現
象
は
は
る
か
に
複
雑
で

あ
る
。
あ
る
一
国
の
他
の
一
国
に
対
す
る
債
務
債
権
関
係
の
状
態
は
、
単
に
「
物
資
の
交
換
」
か
ら
生
ず

る
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
古
い
政
治
経
済
学
の
多
く
の
誤
謬
を
受
け
継
い
で
い
る
。
彼
は
形
式
に
つ

い
て
は
そ
れ
を
更
新
し
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
変
え
て
い
な
い
。 

 
 

 

守
銭
奴
―
い
や
、
私
が
盗
ま
れ
た
金
は
少
々
で
す
。 

ジ
ャ
ッ
ク
親
方
―
ほ
ー
。
た
し
か
に
。
見
方
に
よ
っ
て
は
な
る
ほ
ど
小
さ
い
金
だ
。
し
か
し
私 

は
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
大
き
い
と
い
う
の
だ
。 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

ジ
ャ
ッ
ク
親
方
―
そ
れ
は
赤
で
は
な
い
か
。 

 

守
銭
奴
―
い
や
灰
色
で
す
。 

ジ
ャ
ッ
ク
親
方
―
お
お
、
確
か
に
。
赤
い
灰
色
だ
。
そ
れ
が
私
が
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と 

な
の
だ
。 
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価
値
論
は
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
の
も
う
一
つ
の
際
立
っ
た
一
例
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
ず
価
値
．
．
と
は
何

で
あ
る
か
に
つ
い
て
定
義
す
る
前
に
、
価
値
．
．
法
則
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。『
資
本
論
』
第
一
巻
に
お
い
て
は
、
価
値
で
は
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
み
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
注
の
一

つ
は
あ
る
種
の
数
字
は
「
説
明
と
し
て
の
み
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
」
と
警
告
し
て
い
る
。「
実
際
、
価

格
イ
コ
ー
ル
価
値
と
仮
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
三
巻
で
は
こ
の
等
値
が
平
均
価
格
に
つ
い

て
さ
え
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
な
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」（
Ⅰ,p.94

）
価
値
．
．

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
の
定
義
の
欠
如
は
そ
れ
だ
け
で
は
我
々
を
驚
か
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

『
資
本
論
』
の

初
の
数
行
あ
た
り
か
ら
マ
ル
ク
ス
は
経
済
学
者
た
ち
の
言
う
交
換
価
値
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
交
換
価
値

．
．
．
．
は
、
ま
ず
は
量
的
．
．
関
係
と
し
て
、
異
な
る
種
類
の
使

用
価
値
が
相
互
に
交
換
さ
れ
る
比
率
と
し
て
、
現
れ
る
…
…
。
」
（
Ⅰ,

ｐ.14

）
こ
こ
に
は
曖
昧
な
と
こ
ろ

は
少
し
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
価
値
は
あ
る
商
品
の
も
う
一
つ
別
の
商
品
に
お
け
る
価
値
で
あ
り
、
も

し
こ
の
別
の
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
価
値
は
価
格
．
．
（
１
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
他
方
で
は
マ
ル
ク
ス
が
常
に
価
値
に
対
し
て
付
与
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
意
味
で
あ
り
、
彼
は
価
値
が

価
格
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
あ
た
か
も
価
値
が
価
格
で
あ
る
か
の
ご

と
く
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。
彼
が
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
布
地
＝
一
着
の
衣
服
＝
…
…
＝
二
オ

ン
ス
の
金
」
（
Ⅰ,p.24

）
と
い
う
時
、
こ
こ
に
価
格
を
見
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。 

 

問
題
は
、
こ
う
し
た
異
な
る
「
経
済
・
経
営

エ

コ

ノ

ミ

ー

」
が
一
致
す
る
点
が
何
で
あ
り
、
一
致
し
な
い
点
が
何
で

あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
は
こ
の
問
題
を
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は

こ
こ
で
は
こ
の
問
題
を
扱
わ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
う
し
た
違
い
の
い
つ
く
か
を
法
外
に
誇
張
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
次
の
三
つ
の
経
済
的
現
象
が
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
一
、

人
々
は
自
分
達
が
直
接
的
に
必
要
と
す
る
財
を
た
だ
単
に
手
に
入
れ
る
為
に
働
き
、
自
ら
の
資
本
を
使
用

す
る
。
か
く
し
て
多
数
の
孤
立
し
た
「
経
営

エ
コ
ノ
ミ
ー

」
が
生
ず
る
。
二
、
分
業
は
、
人
々
が
自
ら
は
必
要
で
は
な

け
れ
ど
、
自
分
が
必
要
と
す
る
対
象
を
手
に
入
れ
る
為
に
は
役
立
つ
対
象
を
賄
う
為
に
働
き
、
そ
の
資
本

を
用
い
る
よ
う
に
す
る
。
こ
こ
に
企
業
家
が
登
場
す
る
。
社
会
的
「
経
営

エ
コ
ノ
ミ
ー

」
が
形
成
さ
れ
る
。
三
、
分
業

と
そ
の
結
果
は
存
続
す
る
が
、
国
家
が
唯
一
の
企
業
家
と
な
る
。
資
本
は
集
合
的
で
あ
る
。 

て
で
は
な
く
、

通
貨

ニ
ュ
メ
レ
ー
ル

と
し
て
、
単
純
な
る
評
価
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。

分
業
の
結
果
と
し
て
人
間
は
自
分
が
欲
す
る
対
象
を
直
接
に
賄
う
為
に
で
は
な
く
、
給
与
あ
る
い
は
そ
の

他
の
稼
ぎ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
そ
れ
を
賄
う
為
に
働
き
、
ま
た
資
本
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
企
業
家
の

目
的
は
、

通
貨

ニ
ュ
メ
レ
ー
ル

に
お
い
て
評
価
さ
れ
た
利
益
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
１
） 

こ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
つ
の
量
の
関
係
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
価
値
．
．
、
例
え
ば
六
と
二
、 
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し
か
し
、
第
三
巻
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。「
商
品
が
交
換
さ
れ
る
価
格
が
お
よ

そ
そ
の
価
値
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
次
の
い
く
つ
か
の
条
件
が
満
座
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
、
交
換

は
例
外
的
あ
る
い
は
偶
然
的
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
、
商
品
は
そ
れ
が

物
々
交
換
に
よ
っ
て
交
換
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
必
要
に
お
お
よ
そ
対
応
す
る
量
に
お
い

て
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
よ
う
な
条
件
は
、
交
換
そ
の
も
の
か
ら
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
必
要
な
量
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
の
は
経
験
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
）
三
、
自
然

的
な
も
の
で
あ
れ
、
人
為
的
な
も
の
で
あ
れ
、
い
か
な
る
独
占
も
、
当
事
者
の
一
方
が
価
値
以
上
に
得
る

こ
と
も
、
価
値
以
下
で
譲
る
こ
と
も
強
い
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。（
Ⅲ,p.188

）
こ
れ
は
大
変
結

 

そ
れ
故
、
マ
ル
ク
ス
の
業
績
に
お
け
る
基
本
的
命
題
、
す
な
わ
ち
価
値
．
．
の
尺
度
と
労
働
量
と
が
等
し
い

こ
と
を
証
明
す
る
命
題
は
、
ま
さ
に
交
換
関
係
（
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
つ
い

て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
例
に
お
い
て
鉄
が
貨
幣
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
価
格
に
つ
い
て
、
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
全
く
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
仮
に
い
ま
価
格
と
一
致
し
な
い
も
う
一
つ
別
の
価
値
が
存
在
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
の
証
明
が
そ
れ
に
適
応
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
は
何
も
な
く
、
従
っ
て
そ
の

価
値
が
結
晶
化
し
た
労
働

．
．
．
．
．
．
．
で
あ
る
か
ど
う
か
を
我
々
は
知
り
得
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
あ
る
一
つ
の
実
体

（entité

）
に
つ
い
て
の
命
題
を
説
明
し
、
そ
れ
を
別
の
実
体
の
適
用
す
る
。 

 

価
値
．
．
論
は
第
三
巻
で
の
み
定
義
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
神
秘
的
観
念
物
に
基
づ
い
て
樹
立
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
交
換
関
係
、
交
換
価
値
、
価
格
に
基
づ
い
て
樹
立
さ
れ
る
。「
二
つ
の
商
品
、
例
え
ば
小
麦

と
鉄
を
取
り
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
ら
の
交
換
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
小
麦
の
量
が
あ
る
鉄
の
一
定

量
に
等
し
い
と
み
な
さ
れ
る
一
つ
の
方
程
式
、
つ
ま
り
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い

う
方
程
式
に
よ
っ
て
常
に
表
現
さ
れ
得
る
。こ
の
方
程
式
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
二
つ
の
異
な
る
対
象
、

す
な
わ
ち
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
と
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
中
に
何
か
共
通
の
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ,p.14

）
「
交
換
関
係
の
中
に
、
あ
る
い
は
商
品
の
交
換
価
値
の
中
に
現
れ
る
共

通
の
あ
る
も
の
と
は
、
従
っ
て
そ
れ
ら
の
価
値
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
使
用
価
値
、
あ
る
い
は
あ
る
何
ら

か
の
品
物
が
あ
る
価
値
を
有
す
る
の
は
、
そ
の
中
に
人
間
労
働
が
具
体
化
さ
れ
て
る
限
り
に
お
い
て
で
あ

る
。
さ
て
そ
の
価
値
の
大
き
さ
は
い
か
に
し
て
測
り
得
る
の
か
。
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
『
価
値
を
創

造
す
る
』
実
質
の
基
礎
単
位

．
．
．
．
（quantum

）
、
労
働
の
基
礎
単
位
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ,p.15

）
（
１
） 

   

（
１
） 

こ
れ
ら
の
命
題
は
す
べ
て
逆
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
繰
り
返
し
言
っ
て
お
く
。
生
産
が 

行
わ
れ
る
の
は
労
働
と
動
産
・
不
動
産
資
本
と
の
結
合
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
も
っ
ぱ
ら

労
働
の
観
点
に
身
を
置
く
こ
と
を
好
む
。
も
し
別
の
論
者
が
も
っ
ぱ
ら
動
産
・
不
動
産
資
本
の
観
点

に
身
を
置
く
こ
と
を
好
む
な
ら
ば
、
彼
は
あ
る
対
象
の
価
値
を
生
産
物
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
結．

晶
化
し
て
い
る

．
．
．
．
．
．
こ
れ
ら
の
部
門
の
量
に
よ
っ
て
推
測
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

す
な
わ
ち
肉
二
を
獲
得
す
る
た
め
に
銀
六
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
価
値
．
．
と
、
肉
の
量
を

単
位
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
価
値
．
．
、
す
な
わ
ち
肉
一
に
対
し
て
銀
三
、
と
を
区
別
す
る

こ
と
は
無
用
で
あ
る
。 
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し
か
し
こ
の
仮
定
は
全
く
単
純
な
一
仮
定
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
諸
量
す
べ
て
が
変
動
す
る
。
必
要

は
固
定
的
で
は
な
く
、
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
要
を
満
足
さ
せ
る
消
費
は
よ
り
多
種
多
様
で
あ
り
得

る
。
我
々
は
食
物
摂
取
に
お
い
て
、
牛
肉
を
豚
肉
や
羊
肉
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
食
用
家
畜
以
外
の

獲
物
、
魚
等
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
物
は
木
で
も
鉄
で
も
石
で
も
煉
瓦
そ
の
他
に
よ

っ
て
も
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
一
つ
の
商
品
に
つ
い
て
我
々
の
必
要
に
対
応
す
る
一
つ
の
量
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
量
は
そ
れ
自
体
商
品
の
価
値
に
依
存
し
て
い
る
。
我
々
は
銅
で
シ
チ
ュ
ー

 

マ
ル
ク
ス
の
設
定
し
た
第
三
の
条
件
は
注
目
に
値
す
る
。「
商
品
が
交
換
さ
れ
る
価
格
は
お
お
よ
そ
の
価

格
に
対
応
す
る
…
…
。
商
品
は
当
事
者
の
必
要
に
対
応
す
る
量
に
お
い
て
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
命
題
は
何
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
解
釈
が
存
在
す
る
。
一
、
必
要

は
何
か
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
人
々
は
一
人
あ
た
り
一
年
間

に
あ
る
一
定
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
肉
を
必
要
と
す
る
。
労
働
の
中
に
価
値
尺
度
を
見
る
こ
の
理
論
に
対
し
て
、

あ
な
た
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
こ
一
世
紀
来
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
牛
肉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働

量
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
商
品
の
価
値
は
大
い
に
増
大
し
た
、
と
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
そ
れ
は
肉
が
必
要
よ
り
も
少
な
い
量
に
お
い
て
生
産
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
も
し
我
々
が
こ
の
解
釈
を
承
認
す
る
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
、
後
に
見
る
つ
も
り
で
あ
る

が
、
生
産
係
数
に
つ
い
て
彼
が
採
用
し
た
の
と
同
じ
や
り
方
を
こ
こ
で
も
採
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
生

産
係
数
の
経
済
的
変
動
は
彼
を
困
惑
さ
せ
る
。
彼
は
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
技
術
的
条
件
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
も
の
と
想
定
す
る
。
消
費
の
経
済
的
変
動
（
そ
れ
に
対
応
す
る
必
要
の
変
動
）
も
彼
を
困
惑
さ
せ
る
。

彼
は
こ
の
消
費
、
あ
る
い
は
必
要
も
経
済
現
象
か
ら
独
立
に
決
定
さ
れ
る
も
の
と
想
定
す
る
。
こ
う
し
た

や
り
方
で
あ
れ
ば
、
当
然
あ
る
正
確
な
理
論
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
ろ
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

価
値
は
非
常
に
多
数
の
状
況
に
依
存
す
る
。
状
況
の
内
の
一
つ
を
選
ぶ
と
せ
よ
。
も
し
あ
な
た
が
そ
の
他

の
状
況
は
不
変
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
あ
な
た
が
選
ん
だ
状
況
が
変
化
す
る
時
に
の
み
価
値
が

変
動
す
る
、
価
値
は
こ
の
状
況
に
依
存
す
る
単
一
の
量
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
詭
弁
は
仮
定
と
し
て

．
．
．
．
．
他
の
諸
状
況
は
変
化
し
な
い
と
い
う
条
件
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
に
お
い
て
成

り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
価
値
は
、
労
働
お
よ
び
そ
の
他
多
数
の
量
に
依
存
し
て
い
る
。
も
し
そ
の
他
の
諸

量
が
変
化
し
な
い
も
の
と
仮
定
す
る

．
．
．
．
な
ら
ば
、
価
値
は
も
は
や
労
働
以
外
の
も
の
に
は
依
存
し
な
い
と
い

う
こ
と
、
こ
れ
は
完
全
に
正
し
い
。 

 

（
１
）
「
…
…
価
値
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
商
品
は
結
晶
化
し
た
人
間
労
働
に
他
な
ら
な
い
…
…
。
」

（
Ⅰ,p.19

） 

構
で
あ
る
が
、
し
か
し
等
式
、
す
な
わ
ち
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
例
示
さ
れ
た
際

に
は
、
こ
れ
ら
本
質
的
な
条
件
を
誰
も
我
々
に
告
げ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
価
値
．
．
は

結
晶
化
し
た
労
働
（
１
）
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
（
あ
る
い
は
、
証
明
し
た
と
信
じ
て
い
る
）
の
は
、

そ
の
他
の
条
件
な
し
に
も
っ
ぱ
ら
こ
の
等
式
に
基
づ
く
論
証
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
証
明
が
な
さ
れ
た
い
ま

と
な
っ
て
は
説
明
の
中
に
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
新
た
な

．
．
．
条
件
を
そ
の
証
明
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
直
角
三
角
形
に
つ
い
て
斜
辺
の
二
乗
の
定
理
を
証
明
し
た
後
で
は
、
我
々
は
三
角
形
の
三
つ
の

角
が
等
し
い
と
い
う
条
件
を
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
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こ
こ
に
は
常
に
同
じ
論
じ
方
が
見
て
と
れ
る
。
あ
る
状
況
が
我
々
に
と
っ
て
都
合
が
悪
い
時
に
は
、
我
々

は
仮
説
に
よ
っ
て

．
．
．
．
．
．
そ
の
状
況
を
取
り
除
き
、
そ
し
て
こ
の
仮
説
を
現
実
と
し
て
通
用
さ
せ
よ
う
と
試
み
る

の
で
あ
る
。 

 

か
く
し
て
需
要
供
給
の
法
則
か
ら
離
れ
て
考
え
れ
ば
、
我
々
は
価
値
は
結
晶
化
し
た
労
働
に
他
な
ら
な

い
と
断
言
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
多
く
の
ジ
グ
ザ
グ
の
後
で
や
っ

と
我
々
は
こ
の
需
要
供
給
の
法
則
に
戻
り
、
我
々
の
理
論
は
こ
の
法
則
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
諸
条
件
が

満
足
さ
れ
る
限
り
．
．
は
価
値
は
労
働
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。 

 

二
、
こ
の
困
難
を
取
り
除
く
為
に
我
々
は
も
う
一
つ
別
の
解
釈
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
マ

ル
ク
ス
が
付
言
し
て
い
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
い
ま
問
題
に
な
っ
た
ば
か
り
の
条
件
は
「
交
換
そ
の
も
の

か
ら
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
必
要
と
な
る
量
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
の

は
経
験
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
立
脚
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
下
に
は
需
要
と

供
給
と
い
う
古
い
法
則
が
全
く
単
純
な
形
で
隠
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
交
換
は
「
必
要
な
量
が
い
か
ほ

ど
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
」
需
要
の
増
大
は
あ
る
種
の
商
品
の
価
格
を
高
騰
さ
せ
、
供
給
の
増

大
は
あ
る
種
の
商
品
の
価
格
を
低
下
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
我
々
は
あ
る
均
衡
点
に
達
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
際
交
換
さ
れ
る
量
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、「
経
験
」
が
我
々
に
必
要
な
量
を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。 

鍋
を
作
る
が
、
一
定
量
の
銅
が
こ
の
必
要
に
対
応
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
明
日

に
な
っ
て
銀
が
銅
よ
り
も
安
く
な
っ
た
場
合
に
は
我
々
が
シ
チ
ュ
ー
鍋
を
作
る
の
は
銀
で
、
と
い
う
こ
と

も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。 

（
１
） 

 

（
１
） 

経
済
的
均
衡
の
一
般
的
条
件
（
方
程
式
）
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
詭
弁
に
つ
い
て 

の
説
明
を
極
め
て
簡
潔
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
章
に
お
い
て
我
々
は
詭
弁
の
一
般
的
公
式

を
与
え
て
お
い
た
。 

価
値
は
多
数
の
量
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
労
働
に
依
存
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
も
し
我
々
が
さ
し
当
り
マ
ル
ク
ス
の
用
語
法
を
受
け
入
れ
、「
労
働
量
」
な
る
も
の
が

あ
る
意
味
を
有
す
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
価
値
が
依
存
す
る
諸
量
の
う
ち
に
「
労
働
量
」
が
含
ま

れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
そ
れ
を
他
の
諸
量
か
ら
切
り
離
し
次
の
よ
う

に
仮
定
．
．
し
よ
う
。
一
、
こ
の
他
の
諸
量
は
一
定
不
変
で
あ
る
。
二
．
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が

そ
れ
ら
は
価
値
及
び
「
労
働
量
」
か
ら
独
立
し
た
一
定
の
条
件
（
方
程
式
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
は
経
済
的
均
衡
を
決
定
す
る
条
件
（
方
程
式
）
の
体
系
は
、
価
値

と
労
働
量
と
の
間
の
一
関
係
を
確
定
す
る
単
一
の
一
条
件
（
方
程
式
）
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

価
値
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
に
依
存
し
「
労
働
量
」
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
完
全
に
正
当

な
こ
と
と
な
る
。
詭
弁
と
言
う
の
は
こ
の
結
論
が
諸
条
件
（
方
程
式
）
の
一
般
的
体
系
へ
と
拡
張
さ

れ
る
時
に
現
れ
る
。
こ
の
一
般
的
体
系
に
お
い
て
は
、
一
定
不
変
と
仮
定
．
．
さ
れ
た
諸
量
が
可
変
的
な

も
の
と
な
り
確
定
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
．
．
さ
れ
た
諸
量
は
未
知
で
あ
り
、
従
っ
て
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。 
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い
ま
や
我
々
は
こ
う
し
た
論
証
の
起
源
お
よ
び
目
的
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
の
命
題

 

一
定
の
条
件
の
下
に
あ
る
命
題
を
た
て
る
や
り
方
は
正
当
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
必
要
で
も
あ
る
。
繰

り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
具
体
的
現
象
は
す
べ
て
そ
の
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
科
学
が
具
体
的
現
象
を
研
究
で
き
る
の
は
そ
れ
が
呈
示
す
る
様
々
に
異
な
る
性
質
を
切
り
離

し
そ
れ
ら
を
順
を
追
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
研
究
さ
れ
て
い
る
性
質
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
示
す
る
こ
と
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

点
の
明
示
は
証
明
に
お
け
る
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
証
明
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
あ
る
命
題
を
言
明
す
る
に
際
し
て
は
そ
の
命
題
を
完
成
さ
せ
、
い
か
な
る
条
件
の
下
に
お
い
て
そ

れ
が
真
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
仕
事
を
読
者
に
委
ね
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
が
曖
昧
な
ま

ま
に
放
置
さ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
命
題
が
真
で
あ
り
得
る
。
価
値
に
つ
い
て
偶
然
に
表
明
さ
れ
た
ど

の
よ
う
な
理
論
で
も
、
発
見
さ
れ
る
べ
く
残
っ
て
い
る
あ
る
種
の
条
件
の
下
で
は
常
に
真
で
あ
る
で
あ
ろ

う
。 

 

マ
ル
ク
ス
の
設
定
す
る
第
三
の
条
件
は
明
瞭
で
あ
り
、
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
ま
ま
に
、
す
な
わ

ち
一
つ
の
仮
説
と
し
て
あ
る
い
は
一
つ
の
恣
意
的
な
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
や
や
遅
れ
ば
せ
に

言
明
さ
れ
て
い
る
点
を
除
け
ば
、
彼
が
そ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
い
わ
れ
は
何
も
な
い
。
価
値

論
の
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
詭
弁
は
一
定
の
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
―
―
こ
れ
は
ど
の
よ
う

な
論
者
で
も
常
に
や
る
こ
と
で
あ
る
―
―
に
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
条
件
を
明
瞭
に
示
さ
ず
条
件
の

性
質
に
あ
る
種
の
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
が
価
格
の
偶
然
的
二
次
的
な
変
動
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
は
他
の
経
済
学
者
達
も
そ
う
し
て

い
る
よ
う
に
、
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。（
１
）
さ
ら
に
価
格
の
理
論
を
金
利
の
理
論
と
は
別
に
論
じ
て
い
る

こ
と
は
、
他
の
経
済
学
者
達
も
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
問
題
を
論
じ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
明
言
せ
ず
、
別
の
あ
る
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
信
じ
さ
せ
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
間
違
い
は
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
が
彼
の
主
張
す
る
命
題
に
と
っ
て
好
都
合
で

あ
る
だ
け
に
一
層
大
き
く
な
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
反
論
も
片
付
け
る
。
彼
は
付
言
し
て
次
の
よ
う
に
書
く
。「
生
産
の
各

分
野
に
お
い
て
商
品
は
そ
の
価
値
に
お
い
て
売
ら
れ
る
と
い
う
仮
定
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
価
値
が
こ

の
商
品
の
価
格
が
そ
の
周
辺
で
振
動
す
る
と
こ
ろ
の
点
で
あ
り
、
そ
れ
の
絶
え
ざ
る
高
低
の
均
衡
が
そ
こ

に
お
い
て
樹
立
さ
れ
る
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
Ⅲ
，p.188

） 

 
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
お
か
れ
て
い
る
三
つ
め
の
条
件
は
、
金
利
．
．
の
存
在
に
つ
い
て
の
彼
の
理
論
に
対
し

て
出
さ
れ
得
る
反
論
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
反
論
を
避
け
る
た
め
に
彼
は
金
利
．
．
が
観
察
さ
れ
る
事
例
を

除
外
し
て
い
る
。 

  

（
１
） 

マ
ル
ク
ス
は
「
商
品
の
価
格
が
そ
の
価
値
に
等
し
い
と
き
に
つ
い
て
さ
え
」
資
本
の
形
成
を
説 

明
し
よ
う
と
し
て
る
の
だ
と
言
う
。
「
も
し
商
品
の
価
値
が
商
品
の
価
格
と
異
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、

価
格
を
価
値
に
近
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
何
か
純
粋
に
偶
然

的
な
こ
と
と
し
て
捨
象
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
…
…
。
」
（
Ⅰ
，p.70
）
こ
れ
は
完
璧
で
あ
る
。
し

か
し
価
値
の
理
論
の
説
明
に
際
し
て
こ
の
点
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。 
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あ
る
所
与
の
市
場
に
お
い
て
方
程
式
、
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
演
繹
す
る
。
す
な
わ
ち
「
二
つ
の
異
な
る
対
象
、
小
麦
四
分
の

一
ポ
ン
ド
と
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
何
か
あ
る
共
通
の
も
の
が
存
在
す
る
。
二
つ
の
対
象
は
そ
れ
故
そ

れ
自
体
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
も
な
い
第
三
の
も
の
に
等
し
い
」
と
。（
Ⅰ
，p.14

）
こ
の
結
論
は
論
理
的

で
は
な
い
。
こ
の
結
論
が
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ

ラ
ム
と
い
う
関
係
が
純
粋
に
客
観
的
な
一
関
係
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
他
の
商
品
か
ら
は
独
立
し
て
小
麦

と
鉄
の
間
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
ま
ず
小
麦
と
鉄
の
間
の

 

こ
の
種
の
詭
弁
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
論
証
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば

私
が
あ
る
労
働
者
の
給
与
は
そ
の
年
齢
に
の
み
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
い
も
の
と
す
る
。
私

に
対
し
て
、
同
じ
年
齢
の
労
働
者
が
複
数
存
在
し
、
し
か
も
彼
ら
の
給
与
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
と
い
う

反
論
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
こ
れ
ら
異
な
る
給
与
の
平
均
値
を
と
る
。
そ
れ
ら
の
差
異
は

消
滅
し
、
私
の
命
題
は
証
明
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
別
の
や
り
方
で
私
は
、
私
の
命
題
は
市
場
に
登
場
す
る

労
働
の
異
な
る
諸
量
の
必
要
に
対
応
す
る
限
り
に
お
い
て
は
正
当
で
あ
る
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
交
換
の
経

験
が
こ
の
労
働
の
諸
量
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
で
も
っ
て
、
給
与
の
示
す
差
異
、
私
に
反
論
と
し

て
示
さ
れ
る
差
異
は
説
明
さ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
差
異
を
消
去
す
れ
ば
私
の
命
題
は
真
な
る
も
の
と
な
る
。 

 

後
に
別
種
の
多
く
の
反
論
が
呈
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
貴
方
は
価
値
は
労
働
量
の
み
に
依
存
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
現
象
に
現
れ
る
極
め
て
多
数
の
各
種
の
量
が
存

在
す
る
。
そ
う
し
た
各
種
の
量
に
価
値
が
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
為
に
我
々
は
一
般
に
採
用

さ
れ
て
い
る
共
変
法
と
言
わ
れ
る
方
法
に
訴
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
諸
量
を
変

化
さ
せ
、
そ
の
際
に
は
価
値
も
ま
た
変
化
す
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
諸

量
が
変
化
さ
せ
ら
れ
る
の
を
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
手
段
で
も
っ
て
妨
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
対
者
の
手
中

に
あ
る
こ
の
武
器
を
う
ち
壊
す
。
そ
の
為
に
あ
る
場
合
に
は
諸
量
の
う
ち
の
あ
る
も
の
の
様
々
に
異
な
る

価
値
の
平
均
値
を
と
る
。
こ
れ
は
こ
う
し
た
諸
価
値
の
差
異
、
従
っ
て
諸
量
の
変
化
を
消
滅
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
あ
る
場
合
に
は
こ
う
し
た
諸
価
値
の
一
つ
の
あ
る
い
は
い
く
つ
か
を
、
仮
定
に
よ
っ
て

．
．
．
．
．
．
、

一
定
不
変
の
も
の
を
す
る
。
こ
れ
は
諸
価
値
の
変
化
を
取
り
除
く
為
の
根
本
的
な
手
段
で
あ
る
。
ま
た
彼

は
そ
の
仮
定
．
．
を
省
略
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
仮
定
を
曖
昧
な
言
葉
で
表
現
し
、
そ
れ
に
実
験
的
な
事
柄
と

し
て
の
性
格
を
与
え
よ
う
と
し
た
り
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
需
要
と
供
給
の
法
則
に
つ
い

て
我
々
が
引
用
し
た
ば
か
り
の
例
に
お
け
る
よ
う
に
、
諸
量
を
決
定
す
る
一
定
の
条
件
が
満
足
さ
れ
た
も

の
と
、
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
量
の
う
ち
の
一
つ
あ
る
い
は
い
く
つ
か
を
間
接
的
に
一
定
不
変
の
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
論
証
の
仮
定
的
性
格
が
可
能
な
限
り
覆
い
隠
さ
れ
る
。 

 

さ
て
、
こ
こ
で
証
明
の
形
式
そ
の
も
の
に
注
目
し
よ
う
。 

に
関
し
て
言
え
ば
、
商
品
の
価
値
が
実
質
的
に
労
働
量
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
役
に
立

つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
通
俗
的
な
解
釈
で
あ
り
マ
ル
ク
ス
の
論
証
を
理
論
的
な
も
の
に
す
る
唯
一
の

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
形
態
の
下
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
こ
の
命
題
は
、
誰
で
も
が
す

ぐ
に
思
い
つ
く
一
つ
の
反
論
を
避
け
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
小
麦
の
価
格
は
日
々
変
動
す
る
が
小
麦
が
含

ん
で
い
る
「
結
晶
化
し
た
労
働
」
の
量
は
同
じ
で
あ
る
と
う
反
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て

は
ま
さ
に
価
格
の
偶
然
的
変
動
は
除
外
す
べ
き
で
あ
り
、
結
晶
化
し
た
労
働
を
代
表
す
る
の
は
一
定
の
平

均
価
格
に
す
ぎ
な
い
を
我
々
は
答
え
る
。 
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次
に
、
こ
れ
ら
の
諸
状
況
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
え
商
品
の
あ
い
だ
に
諸
関
係
を
樹
立
す
る
人
々
自
身

の
嗜
好
が
存
在
す
る
と
い
う
事
情
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
々
の
嗜
好
が
変
化
す
る
と
き
に
は
、
商
品

の
あ
い
だ
の
関
係
も
ま
た
変
化
す
る
。
例
え
ば
ワ
イ
ン
を
飲
む
人
々
に
と
っ
て
は
ワ
イ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
＝

銀
五
グ
ラ
ム
で
あ
る
が
、
禁
酒
家
に
と
っ
て
は
ワ
イ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
＝
零
、
で
あ
る
。
市
場
に
は
二
つ
の

価
格
、
ワ
イ
ン
を
飲
む
人
々
に
と
っ
て
価
格
と
禁
酒
家
に
と
っ
て
の
価
格
、
は
存
在
し
な
い
と
反
論
し
て

も
無
駄
で
あ
る
。
市
場
で
成
立
す
る
共
通
価
格
は
両
者
に
よ
る
評
価
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

マ
ル
ク
ス
が
も
っ
ぱ
ら
客
観
的
み
な
す
関
係
は
主
観
的
で
も
あ
る
。（
１
） 

 

小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
て
い
る
諸
商
品
の
間
に

存
在
す
る
に
違
い
な
い
何
か
共
通
の
あ
る
も
の
を
発
見
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
は
消
去
法
（
１
）
の
方

法
を
採
用
す
る
。
こ
れ
はA

、B

…
で
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
Ｐ
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の

方
法
は
具
体
的
科
学
に
お
い
て
は
な
ん
ら
意
味
の
あ
る
も
の
を
与
え
な
い
。
我
々
は
あ
る
具
体
的
現
象
の

あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
知
っ
て
い
な
い
し
、
今
後
も
決
し
て
知
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
我
々
が
そ

う
し
た
特
徴
の
中
か
ら
一
定
数
を
消
去
し
た
時
に
は
、
残
る
の
は
未
知
の
あ
る
残
余
で
あ
る
。
ケ
ル
ヴ
ィ

ン
卿
は
あ
る
日
消
去
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
気
の
中
に
あ
る
不
活
性
気
体
を
発
見
す
る
。
彼
は

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
酸
素
で
も
炭
素
で
も
水
素
で
も
な
い
。
そ
れ
故
こ

れ
は
窒
素
で
あ
る
、
と
。
彼
は
そ
の
場
合
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
新
し
い
気
体
ア
ル
ゴ
ン
で

あ
っ
た
。 

こ
の
関
係
は
、
特
殊
な
分
銅
の
よ
う
に
、
他
の
諸
商
品
か
ら
独
立
し
て
成
り
立
ち
得
る
あ
る
一
つ
の
関
係

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
商
品
の
間
に
生
ず
る
諸
関

係
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。（
１
）
例
え
ば
関
係
、
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
他
の

関
係
、
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
油
ｂ
リ
ッ
ト
ル
、
と
の
相
互
依
存
関
係
の
顕
在
的
表
現
な
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
何
か
共
通
の
も
の
」
と
は
、
そ
れ
故
こ
れ
ら
別
の
関
係
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
富
の
配
分
、
及
び
そ
の
他
多
数
の
状
況
が
価
格
に
作
用
す
る
の
で
あ
り
、

も
し
我
々
が
さ
し
あ
た
り
こ
の
論
証
形
式
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
何
か
共
通
の
も
の
の
中
に
も
見

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

（
１
） 

数
学
の
用
語
を
用
い
て
言
え
ば
、
あ
る
個
人
が
購
入
す
る
一
商
品
の
量
は
単
に
こ
の
商
品
の
価
値 

の
関
数
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
が
消
費
す
る
他
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
商
品
価
値
及
び
彼
が
自
ら
の
労

働
と
自
ら
の
資
本
か
ら
引
き
出
す
収
入
の
関
数
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
多
く
の
経
済
学
者
が
忘

れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。 

    

（
１
） 

こ
れ
は
社
会
の
中
に
正
義
を
発
見
す
る
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
も
用
い
た
方
法
で
あ
る
。 

（
１
） 

こ
の
点
は
マ
ル
ク
ス
の
研
究
に
お
け
る
主
た
る
欠
陥
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
主
観
的
で
も
あ
る 

関
係
を
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
と
み
な
す
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
欠
陥
は
、
よ
り
小
さ
い
程
度

に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
経
済
学
者
の
あ
い
だ
に
同
じ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。（C

ours
，

§18

．
） 
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『
資
本
論
』
第
一
巻
は
他
の
二
巻
と
は
異
な
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
第
一
巻
の
み
が

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
完
全
に
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
二
巻
は
と
び
と
び
に
出
版
さ
れ
、
一
つ

の
同
質
的
全
体
へ
と
練
り
あ
げ
る
時
間
を
彼
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。（
１
）
第
一
巻
の
理
論
は
他
の
二
巻
よ
り
も
は
る
か
に
明
瞭
か
つ
理
論
的
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
れ
だ
け
が
通
俗
的
解
釈
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
第
一
巻
に
お
い
て
我
々
は
そ
の
目

的
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
突
き
進
み
、
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
る
一
人
の
著
者
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
原
因
は
常
に
同
一
で
あ
る
。
自
ら
の
命
題
を
擁
護
す
る
た
め
に
マ
ル
ク
ス
は
乗
る

か
反
る
か
の
危
な
い
主
張
に
引
っ
ぱ
ら
れ
る
。
次
に
彼
は
後
戻
り
し
、
そ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
試
み
る
の

で
あ
る
が
、
始
め
の
命
題
と
修
正
さ
れ
た
命
題
と
を
と
も
に
保
持
し
て
い
る
が
為
に
、
必
然
的
に
矛
盾
が

爆
発
す
る
。
注
釈
の
場
合
に
は
こ
の
矛
盾
は
何
ら
障
害
に
は
な
ら
な
い
。
別
の
理
由
さ
え
な
け
れ
ば
注
釈

は
常
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
各
命
題
は
一
定
の
範
囲
内
、
あ
る
い
は
一
定
の
条
件

の
も
と
で
真
で
あ
り
、
著
者
は
あ
え
て
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ

ら
の
そ
う
し
た
条
件
は
我
々
に
は
ま
だ
知
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
、
と
。
か
く
し
て
著
者
の
欠

点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
も
し
誰
か
が
本
街
道
は
金
、
ル
ビ
ー
、
エ
メ
ラ
ル
ド
で
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
と
貴
方
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
小
説
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
の
中
で
は
…
本
当
の
こ
と
か

も
し
れ
な
い
と
、
貴
方
は
叫
ば
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

矛
盾
に
注
意
さ
れ
た
い
。
彼
は
ま
ず
使
用
価
値
を
脇
に
置
け
ば
残
っ
て
い
る
の
は
も
は
や
労
働
の
産
物

で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
と
言
い
、
次
に
は
ま
だ
別
の
も
う
一
つ
の
性
質
、
す
な
わ
ち
資
本
の
生
産
物

で
あ
る
と
い
う
性
質
が
残
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。 

 

列
挙
を
例
え
部
分
的
に
で
は
あ
れ
完
成
さ
せ
る
仕
事
は
マ
ル
ク
ス
に
ま
か
せ
て
お
こ
う
。「
…
…
商
品
は

も
は
や
単
に
商
品
．
．
と
し
て
で
は
な
く
全
体
と
し
て
の
剰
余
価
値
の
中
に
そ
れ
ら
を
重
要
性
と
つ
り
合
っ
て

い
る
あ
る
分
け
前
を
要
求
す
る
資
本
の
生
産
物

．
．
．
．
．
．
と
し
て
も
交
換
さ
れ
る
。
」
（
Ⅲ,p.185.
） 

 

我
々
が
い
ま
見
た
よ
う
に
、
小
麦
四
分
の
一
ポ
ン
ド
＝
鉄
ａ
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
関
係
は
こ
の
二
つ
の

商
品
に
お
け
る
客
観
的
内
在
的
性
質
の
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
列
挙
は
極
め
て
不
完
全
で
あ
り
、
そ
の
残
余
は
労
働
の
量
と
は
別
の
多
く
の
も

の
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
著
者
の
観
点
に
身
を
置
い
た
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
考
察
さ
れ
て
い

る
二
つ
の
商
品
に
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
あ
る
客
観
的
な
も
の
と
い
う
観
点
に
身
を
置
い
た

と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
列
挙
は
未
だ
不
完
全
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
商
品
の
使
用
価
値
に
つ
い
て

は
し
ば
ら
く
措
（
１
）
け
ば
、
残
っ
て
い
る
の
は
も
は
や
あ
る
一
つ
の
質
、
す
な
わ
ち
労
働
の
産
物
で
あ

る
と
い
う
質
以
外
に
は
な
い
。
」
（
Ⅰ,p.14.
）
そ
れ
故
、
共
通
の
あ
る
も
の

．
．
．
．
．
．
．
と
は
労
働
で
あ
る
。 

   
（
１
） 

さ
し
あ
た
り
マ
ル
ク
ス
の
観
点
を
承
認
す
る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
使
用
価
値

．
．
．
．
を
脇
に
置
く
こ 

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
消
費
者
が
購
入
す
る
の
は
ま
さ
に
使
用
価
値
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
生
産
者
が
目
的
と
す
る
の
は
ま
さ
に
消
費
者
達
に
こ
の
使
用
価
値
を
供
給
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
も
し
生
産
者
達
が
使
用
価
値
を
供
給
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
誰
も
そ
の
商
品
を
購
入
し
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
。 
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（
１
）
Ⅰ,p.334. 

こ
れ
ら
の
用
語
の
定
義
を
参
照
。 

 

我
々
は
、
価
値
論
―
―
第
一
巻
の

初
の
ペ
ー
ジ
か
ら
極
め
て
誇
り
高
く
登
場
し
、
極
め
て
美
し
い
姿

を
も
ち
、「
資
本
主
義
」
体
系
に
集
中
砲
火
を
浴
び
せ
て
突
破
口
を
作
る
た
め
に
ま
さ
に
必
要
で
あ
っ
た
も

の
―
―
が
い
か
に
他
の
巻
に
お
い
て
変
容
し
、
硬
化
し
た
か
を
見
た
。
そ
し
て
ま
た
我
々
は
、
第
一
巻
に

お
い
て
は
簡
潔
か
つ
明
瞭
で
あ
っ
た
資
本
の
一
般
的
公
式
が
、
他
の
巻
に
お
い
て
は
い
か
に
錯
綜
し
、
た

め
ら
い
が
ち
な
も
の
と
な
っ
た
か
も
確
認
し
た
。
こ
の
事
実
は
一
般
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
第
一
巻

で
は
資
本
家
と
企
業
家
と
が
混
同
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
昔
の
英
国
学
派
の
誤
謬
で
も
あ
る
。
別
の
二
つ

の
巻
で
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
を
区
分
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
。
第
一
巻
に
は
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。「
労
働
力
の
価
値
と
剰
余
価
値
率
、
換
言
す
れ
ば
労
働
日
の
限
界
と
そ
れ
の
必
要
労
働
と

譲
与
労
働
へ
の
分
割
（
１
）
、
が
所
与
で
あ
れ
ば
資
本
家
が
実
現
す
る
、
剰
余
価
値
を
含
む
価
値
の
総
体
は

資
本
家
が
搾
取
す
る
労
働
者
の
数
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
労
働
者
の
数
自
体
は
資

本
が
前
貸
し
す
る
こ
と
の
で
き
る
可
変
資
本
の
大
き
さ
に
依
存
す
る
（
２
）
。
」（
Ⅰ
，p.132.
）
こ
れ
は
明

瞭
で
あ
り
、「
資
本
家
」
が
も
っ
ぱ
ら

．
．
．
．
労
働
者
を
搾
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
に
豊
か
に
な
る
か
を
み
る

上
で
望
み
得
る

良
の
も
の
で
あ
る
。
搾
取
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
彼
は
儲
か
る
。
し
か
し
第
三
巻
で
は
場
面

が
変
わ
る
。「
商
品
の
売
却
は
そ
れ
を
生
産
す
る
為
に
支
出
さ
れ
た
資
本
に
よ
る
諸
価
値
を
再
生
す
る
と
は

い
え
、
資
本
家
そ
れ
ぞ
れ
が
彼
の
属
す
る
産
業
分
野
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
剰
余
価
値
を
利
潤
の
総
量

を
正
確
に
受
け
取
る
訳
で
は
な
い
。
彼
の
取
り
分
と
し
て
彼
の
手
中
に
入
る
総
量
は
、
社
会
の
全
体
資
本

へ
の
、
ま
た
こ
の
資
本
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
剰
余
価
値
、
及
び
利
潤
の
総
体
へ
の
参
画
の
度
合
に
ひ
れ

い
す
る
…
…
。
そ
れ
故
、
資
本
家
達
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
の
利
潤
を
配
分
す
る
会
社
の
株
主
と
し
て
の
位

置
に
あ
り
、
ま
た
利
潤
に
関
す
る
彼
ら
の
位
置
の
相
互
に
お
け
る
相
違
は
、
た
だ
社
会
の
企
業
全
体
に
対

す
る
彼
ら
の
参
画
の
重
要
性
、
彼
ら
が
そ
れ
に
対
し
て
投
入
し
た
資
本
、
彼
ら
が
そ
の
中
で
も
っ
て
い
る

株
式
、
に
よ
る
の
で
あ
る
。」
（
Ⅲ
，p.165.

） 

次
に
、
著
者
は
自
ら
の
理
論
の
中
に
い
く
つ
か
の
弱
点
を
見
出
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、

彼
が
た
だ
心
な
ら
ず
も
つ
ぎ
は
ぎ
仕
事
に
従
事
し
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
後
退
す
る
感
じ
を
与
え

る
こ
と
は
望
ん
で
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。 

    

（
２
） 

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
限
界
内
に
お
い
て
は
、「
可

変
資
本
の
減
少
は
…
剰
余
価
値
の
比
例
的
上
昇
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
得
る
、
あ
る
い
は
労
働
者

の
労
働
日
の
比
例
的
延
長
に
よ
る
、
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
減
少
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
得
る
」

と
。
（Ibidem

） 

（
１
） 

社
会
主
義
的
な
論
者
に
よ
る
次
の
二
つ
の
著
作
を
参
照
す
れ
ば
実
り
多
い
で
あ
ろ
う
。 
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マ
ル
ク
ス
の
命
題
に
と
っ
て
は
、
資
本
家
が
彼
の
用
い
る
可
変
資
本
に
、
従
っ
て
ま
た
彼
の
購
入
す
る

労
働
権
力
に
比
例
し
て
剰
余
価
値
を
実
現
す
る
な
ら
ば
、
極
め
て
好
都
合
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
の
理
論
は
と
て
つ
も
な
く
単
純
に
な
り
、
ま
た
明
瞭
か
つ
論
理
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
不
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
主
張
は
そ
れ
に
矛
盾
す
る
極
め
て
多
数
の
事
実
に
遭
遇
す
る
。
そ
し
て
マ
ル

ク
ス
は
と
り
わ
け
理
論
と
こ
う
し
た
事
実
と
の
調
和
を
樹
立
す
る
こ
と
に
従
事
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
も

 

い
ま
や
こ
れ
ら
二
つ
の
文
章
の
間
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
矛
盾
を
消
し
去
る
こ
と
が
問
題
と
な

る
。
マ
ル
ク
ス
が
い
か
に
し
て
そ
れ
を
達
成
す
る
か
を
見
る
た
め
に
は
、
彼
の
理
論
の
中
で
何
よ
り
も
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
定
義
を
ま
ず
想
起
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
生
産
の
流
れ
の

中
で
生
産
手
段
、
す
な
わ
ち
原
材
料
、
補
助
的
材
料
、
そ
し
て
労
働
用
具
に
変
換
さ
れ
る
資
本
部
分
は
、

そ
れ
故
そ
の
価
値
の
大
き
さ
を
変
え
な
い
。
そ
れ
故
我
々
は
そ
の
部
分
を
資
本
の
不
変
部
分
、
あ
る
い
は

よ
り
簡
単
に
不
変
資
本

．
．
．
．
と
名
付
け
る
。
逆
に
労
働
力
に
変
換
さ
れ
る
資
本
部
分
は
生
産
の
流
れ
の
中
で
そ

の
価
値
を
変
化
さ
せ
る
。
こ
の
資
本
部
分
は
そ
れ
自
身
の
等
価
物
、
お
よ
び
加
え
て
あ
る
超
過
分
、
す
な

わ
ち
そ
れ
自
身
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
得
、
ま
た
多
少
と
も
大
き
か
っ
た
り
小
さ
か
っ
た
り
す
る
こ
と

の
あ
り
得
る
剰
余
価
値
を
再
生
産
す
る
。
こ
の
資
本
部
分
は
絶
え
ず
不
変
の
大
き
さ
か
ら
可
変
的
な
大
き

さ
に
変
換
さ
れ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
こ
れ
を
資
本
の
可
変
的
部
分
、
あ
る
い
は
よ
り
簡
単
に
可
変
資
本

．
．
．
．
と

名
付
け
る
。
（
１
）
」
（
Ⅰ,p.89.

）
マ
ル
ク
ス
の
理
論
全
体
は
こ
の
区
別
に
立
脚
し
て
い
る
。
「
可
変
資
本

の
価
値
は
、
そ
れ
が
購
入
す
る
労
働
力
の
価
値
に
等
し
い
。
」
（
Ⅰ,p.93.

）
し
か
し
労
働
者
は
よ
り
大
き

な
価
値
を
生
産
す
る
。
そ
の
差
は
剰
余
価
値
で
あ
る
。
こ
の
剰
余
価
値
の
労
働
力
の
価
値
に
対
す
る
、
あ

る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
可
変
資
本
に
対
す
る
割
合
は
剰
余
価
値
率
で
あ
り
、
ま
た
「
資
本
に
よ
る

労
働
力
の
搾
取
度
、
あ
る
い
は
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
の
搾
取
度
の
表
現
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ,p.93.

）
経
済

現
象
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
研
究
は
す
べ
て
、
搾
取
度
の
観
点
か
ら
、
従
っ
て
可
変
資
本
の
観
点
か
ら
な
さ

れ
て
い
る
。 

 
こ
れ
は
「
利
潤
の
一
般
的
比
率
の
形
成
」
を
説
明
す
る
為
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

  

 
 

ま
た
、
観
念
連
合
に
よ
る
詭
弁
の
介
入
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
資
本
の
二
つ
の
部
分
に
与
え
ら
れ

た
名
称
は
目
指
す
目
的
を
視
野
に
入
れ
て
選
ば
れ
た
。
第
一
の
部
分
は
不
変
資
本

．
．
．
．
と
名
付
け
ら
れ
、

第
二
の
部
分
は
可
変
資
本

．
．
．
．
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
原
材
料
の
価
値
は
生
産
物
に
変
換

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
す
る

．
．
．
．
。
従
っ
て
こ
の
変
化
．
．
を
可
変
．
．
資
本
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
自
然
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

（
１
） 

こ
れ
は
価
値
の
全
体
を
労
働
に
帰
属
さ
せ
る
為
に
す
で
に
用
い
ら
れ
た
方
法
の
新
た
な
適
用 

で
あ
る
。 

 

一
商
品
を
生
産
す
る
為
に
は
マ
ル
ク
ス
が
言
う
資
本
の
二
つ
の
部
分
が
不
可
欠
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
（
１
）
原
材
料
、
労
働
用
具
等
（
２
）「
労
働
力
に
変
換
さ
れ
る
」
資
本
部
分
が
必
要
で
あ
る
。
い

ず
れ
か 

一
方
を
欠
け
ば
一
方
は
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。
ま
た
生
産
物
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
与

分
を
分
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
剰
余
価
値
を
も
っ
ぱ
ら
一
方
の
部
分
（
２
）
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
同
じ
権
利
を
も
っ
て
別
の
論
者
が
剰
余
価
値
を
部
分
（
１
）
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
を
好
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 
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も
し
す
べ
て
の
資
本
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
構
成
を
有
す
る
な
ら
ば
、
可
変
資
本
の
不
変
資
本
に
対
す
る
比

率
は
生
産
の
各
分
野
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
会
社
資
本
の
全
体
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

そ
れ
故
全
く
同
じ
こ
と
を
、
資
本
家
が
我
が
物
と
す
る
と
こ
ろ
の
剰
余
価
値
は
、
彼
が
使
用
す
る
可
変
資

本
に
比
例
す
る
、
あ
る
い
は
、
剰
余
価
値
は
彼
が
作
動
さ
せ
る
会
社
資
本
の
部
分
割
合
に
比
例
す
る
と
表

現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

実
際
、
学
者
の
解
釈
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
す
べ
て
の
資
本
は
平
均
的
構
成
を
と
る
傾
向
を
有
す
る
」
と

断
言
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
平
均
的
構
成
を
と
る
傾
向
は
少
し
も
な
い
と
言
お
う
と
し
た
の
だ
、
と
言
う
た

め
の
材
料
を
つ
ね
に
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
彼
マ
ル
ク
ス
は
先
の
文
章
の
中
で
、
資
本
の
構

成
に
つ
い
て
の
理
論
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
彼
は
価
値
論
を
つ
く
ろ
う

と
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
一
体
誰
が
知
り
え
よ
う
か
。
ど
ん
な
こ
と
で

も
不
可
能
で
は
な
い
。
『
イ
リ
ア
ッ
ド
』
は
救
世
主
の
出
現
に
つ
い
て
の
予
言
で
あ
っ
た
こ
と
（
１
）
、
ダ

ン
テ
の
『
コ
メ
デ
ィ
ー
』
は
ド
イ
ツ
皇
帝
党
ギ
ベ
リ
ン
向
け
の
一
種
の
暗
号
通
信
で
あ
っ
た
こ
と
（
２
）
、

が
発
見
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
中
に
も
こ
れ
ら
と
類
似
の
発
見
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
言

葉
は
そ
の
意
味
を
全
く
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
解
釈
は
も
は
や
い
か
な
る
限
界

も
も
た
な
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

水
の
出
口
が
塞
が
れ
る
。
し
か
し
も
う
一
つ
別
の
出
口
が
出
現
す
る
。「
す
べ
て
の
資
本
が
平
均
的
構
成

を
と
る
傾
向
を
有
す
る
」
と
い
う
の
は
絶
対
的
に
事
実
に
反
す
る
。
資
本
構
成
が
婦
人
用
服
飾
業
に
つ
い

て
も
鋳
物
製
造
の
熔
鉱
炉
所
有
者
に
つ
い
て
も
同
じ
に
な
る
傾
向
を
有
す
る
と
、
一
体
誰
が
信
ぜ
さ
せ
ら

れ
る
の
か
。
給
与
資
本
の
他
の
資
本
に
対
す
る
比
率
（
可
変
資
本
の
不
変
資
本
に
対
す
る
比
率
）
が
ス
エ

ズ
運
河
に
つ
い
て
も
建
築
塗
装
業
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
一
体
誰
が
信
ず
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
馬

鹿
げ
た
こ
と
を
人
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
彼
を
愚
弄
す
る
に
等
し
い
。
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
た
と
き
荷
馬
車
に
よ
る
運
送
も
並
行
し
て
発
展
し
た
。
鉄
道
業
に
お
い
て

も
荷
馬
車
運
送
業
に
お
い
て
も
資
本
構
成
が
同
じ
で
あ
る
と
信
ず
る
人
間
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
資
本
の

平
均
的
構
成
は
、
森
林
経
営
に
つ
い
て
も
オ
リ
ー
ブ
栽
培
に
つ
い
て
も
、
一
人
の
人
間
の
監
督
下
で
き
わ

め
て
多
数
の
家
畜
が
草
を
食
む
放
牧
に
つ
い
て
も
、
野
菜
の
栽
培
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
し
ｋ

し
も
う
、
明
々
白
々
の
こ
と
に
つ
い
て
言
い
続
け
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。
誤
謬
は
明
白
で
あ
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
が
、
我
々
が
い
ま
引
用
し
た
ば
か
り
の
二
つ
の
文
章
の
間
の
矛
盾
を
い
か
に
消
滅
さ
せ
る
か

は
次
の
如
く
で
あ
る
。
彼
は
平
均
と
い
う
例
の
や
り
方
に
訴
え
る
。
平
均
と
い
う
方
法
の
お
か
げ
で
我
々

は
我
々
を
悩
ま
す
あ
ら
ゆ
る
く
い
違
い
か
ら

後
に
は
上
手
く
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
競
争

の
圧
力
の
も
と
で
資
本
は
す
べ
て
平
均
的
構
成
を
と
る
傾
向
を
有
し
、
そ
し
て
こ
の
平
均
的
構
成
は
平
均

的
会
社
資
本
（capital 

social 
m

oyen

）
の
そ
れ
に
等
し
い
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
等
し
い
の
で
、

そ
れ
の
も
た
ら
す
剰
余
価
値
が
ど
の
よ
う
な
程
度
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
資
本
は
そ
れ
が
生
産
す
る
商
品
の

価
値
に
お
い
て
こ
の
剰
余
価
値
で
は
な
く
平
均
利
潤
を
実
現
す
る
。」
（
Ⅲ,p.183.

） 

で
き
よ
う
。
し
か
し
船
の
一
方
の
穴
を
塞
い
で
い
る
間
に
も
う
一
つ
の
穴
が
横
に
で
き
て
し
ま
う
。 

 

（
１
） Jacqoues 

H
ugon

，Vera
 

historia
 

rom
ana

，seu
 

origo
 

Latii

，vel 
gtaliac

． 
E

tc

．
，
Ｒom

e

，1655

．D
ugas 

M
ontbel

は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
…
ホ
メ
ロ
ス
の
物
語
を
寓
意

ア
レ
ゴ
リ
ー

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
そ
れ
ほ
ど
注
意
深
く
は
観
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（
２
）Phil.chasles

はE
tudes sur 

… le M
oyen A

ge, p.315.

で G
abriel R

osseti 

に
よ
れ

ば
「
中
世
に
お
い
て
は
イ
タ
リ
ア
全
土
が
反
教
皇
陰
謀
の
罠
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
ダ
ン
テ
の
詩
に
含

ま
れ
て
い
る
難
解
さ
は
党
派
の
合
言
葉
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

何
人
か
の
経
済
学
者
は
利
潤
（
利
子
）
率
の
低
下
へ
の
傾
向
を
発
見
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
マ
ル
ク

ス
は
こ
れ
を
正
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、
彼
の
や
り
方
で
こ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
彼
の
論
証

は
、
彼
が
先
に
措
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
論
理
的
に
生
じ
る
。
彼
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
一
つ
の
数
表
を
作
る

 

資
本
全
体
を
対
象
と
す
る
経
済
学
者
の
論
証
は
、
資
本
構
成
に
関
す
る
結
論
は
何
も
も
た
ら
さ
な
い
が
、

資
本
の
一
部
、
す
な
わ
ち
可
変
資
本
に
の
み
意
を
用
い
る
マ
ル
ク
ス
の
推
論
は
「
す
べ
て
の
資
本
は
平
均

的
構
成
を
と
る
傾
向
を
有
す
る
」
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
。
こ
の
結
論
は
間
違
っ
た
前
提
か
ら
論
理
的

に
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
前
提
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
新
た
な
証
拠
を
有
し

て
い
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
は
自
ら
の
見
解
を
あ
ま
り
明
瞭
に
表
現
し
な
い
よ
う
に
用
心
す
る
。
彼
は
政
治
経
済
学
か
ら

全
く
何
も
借
用
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
彼
の
推
論
は
漠
然
と
し
錯

綜
し
、
そ
し
て
時
に
は
ほ
と
ん
ど
理
解
不
能
で
あ
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
理
論
を
資
本
主
義
全
体
に
で
は
な
く
て
可
変
資
本
に
の
み
適
用
す
る
。
彼
の
理
論
に

よ
れ
ば
、
資
本
家
が
我
が
も
の
と
す
る
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
の
は
、
た
だ
可
変
資
本
の
み
で
あ
る
と
す

る
以
上
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
論
理
的
で
あ
る
。
可
変
．
．
資
本
は
そ
れ
故
剰
余
価
値
が
低
い
分
野
か
ら
高
い

分
野
へ
と
移
動
す
る
。
こ
の
こ
と
が
利
潤
率
を
、
ま
た
資
本
の
構
成
を
均
一
化
す
る
。 

 

政
治
経
済
学
は
、
利
潤
率
（
よ
り
的
確
に
は
利
子
率
）
は
あ
ら
ゆ
る
産
業
分
野
で
等
し
く
な
る
傾
向
を

有
す
る
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
資
本
は
利
潤
（
利
子
）
が
低
い
分
野
か
ら
利
潤
（
利
子
）
が
高
い
分
野
へ
移
動

す
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
す
る
。 

る
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
経
済
学
の
理
論
を
、
こ
の
学
問
の
進
歩
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
用
語

法
に
翻
訳
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
の
洪
水
の
中
で
あ
た
か
も

諸
概
念
の
関
係
を
隠
そ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
絶
え
ず
脱
線
し
な
が
ら
そ
れ
が
極
め
て
長
々
と
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

他
の
多
く
の
場
合
と
同
様
こ
の
場
合
に
も
マ
ル
ク
ス
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
リ
カ
ー
ド
か
ら
ミ
ル
に
至 

察
し
て
い
な
い
。
自
ら
の
体
系
を
支
え
る
た
め
に
か
れ
ら
が
発
明
し
な
い
も
の
は
な
く
、
か
れ
ら
が

想
像
し
な
い
奇
妙
な
比
較
も
な
い
。
ヘ
ラ
ク
リ
ッ
ド
と
い
う
人
物
は
…
『
イ
リ
ア
ッ
ド
』
全
体
の
な

か
に
、
巧
妙
に
展
開
さ
れ
た
天
文
学
の
体
系
以
外
の
も
の
を
見
な
い
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
ホ
メ
ロ

ス
の
詩
を
正
義
と
徳
に
関
す
る
論
文
と
見
た
。
メ
ト
ロ
ド
ー
ル
（M

ètrodore

）
と
ラ
ム
ラ
ツ
ク

（Lam
saque

）
に
よ
れ
ば
、『
イ
リ
ア
ッ
ド
』
の
英
雄
で
さ
え
、
自
然
の
諸
原
理
と
諸
元
素
の
秩
序

を
表
現
す
る
た
め
の
空
想
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
…
ジ
ャ
ッ
ク
・
ユ
ゴ
ン
（Jacques 

H
ugon

）

は
…
ホ
メ
ロ
ス
が
偉
大
な
詩
人
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
ホ
メ

ロ
ス
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
現
と
そ
の
受
肉
、
死
、
そ
し
て
彼
に
つ
い
て
廻
っ
た
あ
ら
ゆ
る
奇

跡
を
予
言
し
て
い
た
こ
と
、
を
良
心
に
恥
じ
る
こ
と
な
く
証
明
し
て
い
る
と
す
る
一
冊
の
書
物
を
書

い
た
。
」
（obs.sur le v.50 du I er chant de l’Iliade 

） 
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マ
ル
ク
ス
の
誤
謬
は
、
楽
観
的
経
済
学
者
達
に
よ
っ
て
あ
る
誤
謬
に
陥
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

利
潤
率
の
低
下
へ
の
傾
向
は
彼
ら
が
考
え
る
ほ
ど
恒
常
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
理
論
が
真

で
あ
る
為
に
は
、
少
な
く
と
も
大
雑
把
に
言
っ
て
、
充
分
長
期
に
渡
っ
て
平
均
す
れ
ば
利
子
率
の
変
動
が

可
変
資
本
の
不
変
資
本
に
対
す
る
利
率
の
変
動
に
従
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
事
態

は
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
古
代
及
び
中
世
に
お
い
て
は
産
業
は
ほ
と
ん
ど
発
展
し
て
お
ら
ず
、

可
変
資
本
は
不
変
資
本
に
比
べ
て
極
め
て
大
き
な
重
要
性
を
も
っ
て
お
り
、
利
子
率
は
高
か
っ
た
。
現
代

に
お
い
て
は
産
業
が
極
め
て
発
展
し
て
お
り
、
不
変
資
本
に
対
す
る
可
変
資
本
の
重
要
性
が
減
少
し
、
利

 

か
く
し
て
預
金
利
率
の
低
下
の
う
ち
に
労
働
者
の
状
況
が
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
の
証
拠
を
見
よ
う

と
す
る
楽
観
的
な
経
済
学
者
に
対
し
て
見
事
な
反
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の

楽
観
的
な
経
済
学
者
た
ち
の
理
論
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
よ
り
も
よ
り
よ
く
事
態
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
（
１
） 

 

な
お
彼
は
付
け
加
え
る
。「
同
じ
度
合
い
の
労
働
搾
取
率
を
伴
う
同
じ
剰
余
価
値
率
で
も
、
不
変
資
本
の

価
値
、
従
っ
て
資
本
全
体
の
価
値
が
増
大
す
る
時
に
は
、
利
潤
率
の
低
下
を
も
た
ら
す
。
も
し
資
本
の
こ

の
よ
う
な
変
動
が
い
く
つ
か
の
産
業
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
多
少
と
も
生
産
の
全
分
野
に
お
い
て
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も

も
重
要
な
生
産
分
野
に
お
い
て
現
わ
れ
、
会
社
資
本
の
平
均
的
な
有
機
的
構
成
が
影

響
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
可
変
資
本
に
対
す
る
不
変
資
本
の
こ
う
し
た
一
般
的
増
大
は

必
然
的
に
、
例
え
剰
余
価
値
率
、
す
な
わ
ち
資
本
に
よ
る
労
働
の
搾
取
が
変
化
し
な
く
と
も
、
一
般
的
利

．
．
．
．

潤
率
の
漸
次
的
低
下

．
．
．
．
．
．
．
．
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
」
（
Ⅲ,p228.

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
１
）
第
１
３
章
を
参
照
。 

こ
と
か
ら
始
め
る
。 

          

不
変
資
本 

 
 
 

可
変
資
本 

４
０
０ 

 
 
 
 

１
０
０ 

 
 
 
 
 
 
 

２
０   

 
%

 

２
０
０ 

 
 
 
 

１
０
０ 

 
 
 
 
 
 
 

３
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３
０
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１
０
０ 

 
 
 
 
 
 
 

２
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%

 

１
０
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１
０
０ 

 
 
 
 
 
 
 

５
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%

 

５
０ 

 
 
 
 

１
０
０ 

 
 
 
 
 
 
 

６
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%

 

資
本 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

利
潤
率 
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（
１
）
類
似
の
他
の
場
合
と
同
じ
く
こ
の
場
合
も
客
観
的
研
究
に
替
え
て
主
観
的
研
究
を
採
用
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
よ
う
。
労
働
の
量．
は
客
観
的
存
在
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
あ
る
種
の
論
者

達
が
こ
の
量
に
つ
い
て
形
成
す
る
観
念
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
が
、
価
値
．
．
は
こ
う
し
た
論
者
達
の
想
像
す

る
労
働
の
量．
に
比
例
し
て
価
値
．
．
が
変
化
す
る
か
ど
う
か
を
研
究
し
得
る
の
は
、
彼
ら
の
観
点
を
承
認
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

価
値
．
．
の
理
論
に
関
す
る
も
う
一
つ
別
の
平
均
は
、
我
々
に
そ
の
こ
と
の
一
つ
の
例
を
提
供
す
る
で
あ
ろ

う
。
マ
ル
ク
ス
は
価
値
が
労
働
の
量
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
こ
と
、
価
値
が
結
晶
化
し
た
労
働
に
他
な
ら

な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
欲
し
、
生
産
物
に
つ
い
て
「
共
通
の
社
会
的
実
質
（
労
働
）
の
結
晶
と
し
て

そ
れ
ら
は
価
値
と
み
な
さ
れ
る
」（
Ⅰ,p.15.

）
と
述
べ
る
。
こ
れ
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
る
為
に
は
、

も
ち
ろ
ん
「
労
働
量
」
と
い
う
表
現
が
意
味
を
持
つ
と
仮
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
―
こ
れ
は
と
て
も
証

明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
―
価
値
が
そ
の
労
働
量
に
比
例
し
て
変
動
す
る
か
否
か
を
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
１
）
も
し
同
一
の
価
値
が
異
な
る
労
働
量
に
対
応
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二

つ
の
も
の
の
間
の
同
一
性
を
承
認
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
は

平
均
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
変
動
を
除
外
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
変
動
こ
そ

が
我
々
が
研
究
し
よ
う
と
す
る
事
象
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
論
証
は
循
環
論
法
に
陥
る
。 

 

邪
魔
に
な
る
あ
る
種
の
事
実
を
除
外
す
る
為
に
、
平
均
値
を
取
る
と
い
う
方
法
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い

て
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
除
外
さ
れ
る
事
実
が
研
究
し
よ
う
と
す
る
主
要
な
事
実

に
対
し
て
偶
然
的
で
副
次
的
で
あ
る
場
合
に
は
真
実
か
ら
あ
ま
り
遠
ざ
か
る
こ
と
な
く
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
が
価
値
．
．
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
が
採
用
す
る
平
均
と
い
う
や
り
方
に
お
い
て
起
こ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
逆
に
こ
の
よ
う
な
事
実
が
研
究
し
よ
う
と
す
る
事
象
の
主
要
な
一
部
を
な
し
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
う
し
た
事
実
を
除
外
す
る
や
り
方
は
た
だ
誤
謬
に
導
く
だ
け
で
あ
る
。 

 

理
論
は
確
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
不
幸
な
こ
と
に
こ
の
理
論
に
絶
対
的
に
矛
盾
す
る

別
な
事
態
が
存
在
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
十
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
利
子
率
が
今
日

と
同
じ
よ
う
に
低
く
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
資
本
の
平
均
的
構
成
の
違
い
は
莫
大
な
も

の
で
あ
る
。
大
工
業
の
出
現
に
よ
っ
て
不
変
資
本
は
可
変
資
本
に
比
べ
て
大
い
に
増
大
し
た
。
十
九
世
紀

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
産
業
の
変
革
は
、
我
々
の
今
の
問
題
に
と
っ
て
二
次
的
重
要
性
の
出
来
事
と

み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
会
社
資
本
（capital social

）
と
呼
ん
だ
も
の
の
構
成

を
根
底
か
ら
変
化
さ
せ
た
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
ま
た
こ
の
著
者
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
根
底
か
ら
利
子
率
を

変
化
さ
せ
、
そ
れ
を
低
下
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
逆
に
十
九
世
紀
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
業
変
革
は
、
ま
ず

初
利
子
率
を
上
昇
さ
せ
た
。
利
子
が
上
昇
し
た
の
は
不
変
資
本
が

可
変
資
本
に
比
べ
て
そ
の
重
要
性
を
ま
す
ま
す
獲
得
し
た
時
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
で
利
子
は
、
十
七

世
紀
終
わ
り
か
ら
十
八
世
紀
の
時
期
に
お
け
る
そ
れ
に
戻
り
低
下
し
た
。
か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に

よ
れ
ば
、
極
め
て
強
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
の
こ
の
原
因
は
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

あ
る
い
は
理
論
の
要
求
す
る
方
向
と
は
逆
の
方
向
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
故
、
理
論
は
諸
事
情
と
完
全
に

食
い
違
っ
て
い
る
。
極
め
て
精
妙
な
解
釈
な
ら
ば
確
か
に
こ
の
食
い
違
い
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
意
味
を
完
全
に
逆
転
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

子
率
も
ま
た
減
少
し
た
。 
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「
労
働
力
」
、
「
結
晶
化
し
た
労
働
」
等
の
言
葉
が
指
示
し
よ
う
と
す
る
の
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か

 

こ
の
よ
う
な
用
語
法
、
問
題
の
本
質
的
な
点
を
見
失
わ
せ
る
意
味
の
無
い
言
葉
の
洪
水
に
注
意
さ
れ
た

い
。
「
等
質
か
つ
区
別
の
無
い
労
働
」
と
は
何
か
。
ど
う
し
て
我
々
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
ジ
ュ
（M

ichel 
-A

nge

）
の
仕
事
と
無
能
な
彫
刻
家
の
仕
事
を
一
緒
に
し
、
そ
こ
か
ら
等
質
か
つ
区
別
の
無
い
一
つ
の
仕

事
を
引
き
出
す
こ
と
に
と
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
仕
事
と
コ
タ
ン
神
父
の

仕
事
と
は
等
質
か
つ
区
別
が
無
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
彼
ら
の
生
産
物
は
明
瞭
に

区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
こ
れ
ら
二
つ
の
生
産
物
の
間
の
平
均
値
を
と
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
平
均
値
と
い
う
怪
物
は
何
物
で
あ
ろ
う
か
。「
社
会
全
体
の
労
働
力
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
物

質
的
力
の
み
を
必
要
と
す
る
単
一
か
つ
同
一
の
労
働
が
問
題
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
水
を
く
み
上
げ
る
た
め
に
雇
わ
れ
て
い
る
あ
る
会
社

ソ
シ
エ
テ

の
す
べ
て
の
人
間
が
、
一
定
時 

 

初
に
心
に
浮
か
ぶ
反
論
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
あ
る
単
一
の
価
格
を
有
す
る
一
商
品
は
、
能
力 

 
 

労
働
の
量．
が
あ
る
客
観
的
意
味
を
持
つ
の
は
同
質
な
同
じ
性
質
の
労
働
が
問
題
に
な
る
時
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
る
堀
を
掘
る
為
に
は
土
方
達
の
多
く
の
労
働
日
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
は
労

働
が
異
質
的
で
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
時
に
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
異
質
的
諸
単
位
は
い
つ
ま

で
も
隔
て
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
算
術
の
初
歩
的
原
理
が
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
想
像
上
の
異
な

る
諸
単
位
の
性
質
で
も
あ
る
。
エ
ジ
ソ
ン
の
一
労
働
日
と
荷
役
人
夫
の
一
労
働
日
と
は
、
た
だ
一
つ
の

単
位
で
表
現
さ
れ
る
あ
る
一
つ
の
和
に
溶
け
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
つ
ま
で
も
別
の
も

の
で
あ
り
続
け
る
。
そ
れ
ら
の
和
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
我
々
は
そ
の
平
均
を
取
る
こ
と

も
で
き
な
い
。 

に
高
低
が
あ
り
活
動
性
に
大
小
が
あ
り
そ
の
商
品
を
製
造
す
る
為
に
大
小
の
時
間
を
投
入
し
た
労
働
者
に

由
来
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
急
い
で
平
均
値
を
取
る
。
そ
し
て
反
論
は
消
え
去
る
。「
人
は
、
も
し
一
商
品
の

価
値
が
そ
の
生
産
の
間
に
費
や
さ
れ
た
労
働
の
量．
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
一
人
の
人

間
が
や
る
気
が
無
く
無
能
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
の
商
品
は
よ
り
大
き
な
価
値
を
有
す
る
、
な
ぜ
な
ら

ば
彼
は
そ
の
商
品
の
製
造
の
為
に
よ
り
多
く
の
時
間
を
使
う
か
ら
で
あ
る
、
と
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
諸
商
品
の
価
値
の
実
質
を
形
成
す
る
労
働
は
等
質
か
つ
区
別
の
無
い
労
働
で
あ
り
、
同
じ
力
の

支
出
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
の
社
会
の
労
働
力
―
こ
れ
は
価
値
の
総
体
と
し
て
表
現
さ
れ
る
―
は
、
従
っ

て
無
数
の
個
々
人
の
力
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
単
一
の
力
と
み
な
し
得
る
。
個
々
人
の
労
働

力
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
れ
が
平
均
的
な
社
会
力
と
し
て
の
性
質
を
有
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能

す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
一
商
品
の
生
産
に
お
い
て
平
均
的
に
必
要
な
労
働
時
間
し
か
使
わ
な

い
限
り
に
お
い
て
は
、
他
の
す
べ
て
の
労
働
力
と
同
じ
で
あ
る
。
」（
Ⅰ,p.15.

） 

間
に
一
定
量
の
水
を
く
み
上
げ
一
定
量
の
水
を
生
産
す
る
。こ
れ
は
会
社
の
労
働
力
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
異
質
的
な
労
働
力
が
問
題
で
あ
る
と
き
に
は
我
々
は
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
全
体
の
和
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
デ
ュ
マ
の
よ
う
な
人
と
製
版
工
と
の
、
パ
ス
ト
ゥ
ー

ル
の
よ
う
な
人
と
モ
グ
ラ
捕
り
と
の
、
エ
ジ
ソ
ン
の
よ
う
な
人
物
と
馬
鹿
と
か
ら
な
る
一
集
団
の
「
労
働

力
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
平
均
的
な
社
会
力
」
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は

言
葉
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。 
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学
問
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
事
実
に
対
応
し
な
い
理
論
は
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
の

 
 
 

し
か
し
な
が
ら
「
商
品
が
交
換
さ
れ
る
価
格
が
そ
れ
ら
の
価
値
に
対
応
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
為

に
マ
ル
ク
ス
が
挙
げ
た
三
つ
の
条
件
は
こ
こ
で
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
１
、
通
常
の
ワ
イ
ン
の
交
換

は
例
外
的
な
出
来
事
で
は
な
い
。
２
、
こ
れ
ら
の
ワ
イ
ン
は
こ
の
命
題
が
何
か
を
意
味
す
る
限
り
に

お
い
て
は
「
欲
求
」
に
大
体
対
応
す
る
量
の
生
産
物
で
あ
る
。
３
、
自
然
的
な
、
あ
る
い
は
人
為
的

な
い
か
な
る
独
占
も
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
独
占
は1893

年
の
ワ
イ
ン
と1896

年
、
あ
る
い
は

1898

年
、
あ
る
い
は1900

年
の
ワ
イ
ン
か
ら
分
化
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。 

 
 

年
代
だ
け
が
異
な
る
こ
れ
ら
の
ワ
イ
ン
に
含
ま
れ
て
い
る
結
晶
化
し
た
労
働
の
量
が
価
格
と
し
て
記

入
さ
れ
て
い
る
数
字
に
比
例
し
て
変
化
す
る
と
誰
が
信
じ
得
よ
う
か
。 

 
 
 
 
 

１
８
９
３ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１
８
０
フ
ラ
ン 

 
 
 
 
 

１
８
９
６ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１
３
０
フ
ラ
ン 

 
 
 
 
 

１
８
９
８ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１
２
０
フ
ラ
ン 

 
 
 
 
 

１
９
０
０ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１
１
０
フ
ラ
ン 

 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

大
樽
価
格 

 

（
１
）
以
下
は
ボ
ル
ド
ー
ワ
イ
ン
の
料
金
表
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
一
瓶
一
フ
ラ
ン
の
普
通
の
白
ワ
イ
ン
が
あ
る
と
せ
よ
。
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
結
晶
化
し
た
労
働

の
量
は
一
瓶
十
フ
ラ
ン
の
ラ
イ
ン
ワ
イ
ン
に
含
ま
れ
て
い
る
結
晶
化
し
た
労
働
の
量
と
は
ほ
と
ん
ど
変
わ

ら
な
い
。（
１
）
多
量
の
結
晶
化
し
た
労
働
が
パ
ナ
マ
運
河
に
は
存
在
す
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
無
価

値
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
無
価
値
で
あ
る
。
ス
エ
ズ
運
河
に
含
ま
れ
て
い
る
結
晶
化
し
た
労
働
の
価
値
は

莫
大
で
あ
る
。
絶
え
ず
何
ら
か
の
価
値
を
有
す
る
鉄
道
が
作
ら
れ
る
か
と
思
え
ば
、
他
方
も
た
ら
す
も
の

よ
り
も
費
用
が
か
か
っ
て
何
の
価
値
も
な
い
別
の
鉄
道
が
作
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
う
し
た
列
挙
を
無

限
に
続
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
反
論
に
対
す
る
回
答
の
大
部
分
は
結
局
次
の
よ
う
に

言
う
こ
と
に
尽
き
る
。
す
な
わ
ち
、
結
晶
化
し
た
労
働
は
こ
の
価
値
を
支
払
う
誰
か
あ
る
人
物
が
見
出
さ

れ
た
時
に
は
あ
る
一
定
の
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
あ
る
対
象
の
価
値
は
…
そ
の
価
値
で

あ
る
！
と
言
う
に
等
し
い
。 

を
正
確
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
、
ま
た
絶
え
ず
再
生
し
て
く
る
諸
々
の

困
難
に
遭
遇
す
る
。
ま
ず
第
一
に
我
々
は
同
じ
質
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
質
の
仕
事
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
、
し
か
も
価
値
は
そ
れ
ら
の
量
に
全
く
比
例
し
な
い
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
一
つ

の
絵
が
あ
る
と
せ
よ
。
あ
る
骨
董
商
が
ほ
と
ん
ど
た
だ
同
然
の
値
段
で
、
当
時
は
無
名
の
あ
る
画
家
か
ら

そ
れ
を
購
入
し
た
。
今
日
で
は
こ
の
画
家
は
有
名
と
な
り
、
そ
の
同
じ
絵
が
高
く
売
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
絵
に
結
晶
化
し
て
い
る
労
働
の
量
は
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
平
均
に
よ
っ
て
除
去
で
き

る
よ
う
な
例
外
的
副
次
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
逆
に
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
格
が
偶
然
的
変
化
を
除
け
ば
、

一
定
の
傾
向
を
表
す
変
動
を
示
す
こ
と
は
一
般
的
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
変
動
の
多
く
は
商

品
が
含
む
結
晶
化
し
た
量
の
変
化
と
比
較
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
一
商
品
の
価
格
は
そ
の
製
造
法
に
生

じ
た
変
化
を
原
因
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
用
い
る
人
々
の
嗜
好
の
変
化
、
あ
る
い
は
さ
ら
に

こ
う
し
た
人
々
の
使
う
こ
と
の
で
き
る
金
銭
的
手
段
の
変
化
を
も
原
因
と
し
て
、
変
動
す
る
。
も
し
贅
沢

品
を
購
入
す
る
顧
客
層
が
貧
困
化
す
れ
ば
こ
う
し
た
商
品
の
価
格
は
低
下
す
る
。
も
し
こ
う
し
た
顧
客
層

が
豊
か
に
な
れ
ば
商
品
価
格
は
上
昇
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
結
晶
化
し
た
労
働
の
量
は
同
じ
で
あ
る
。 
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不
幸
に
し
て
現
実
の
問
題
は
大
い
に
様
相
を
異
に
す
る
。

も
好
都
合
な
場
合
で
も
、
そ
れ
は
二
人
の

労
働
者
が
同
じ
商
品
を
生
産
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
な
お
彼
ら
の
用
い
る
異
な
る
諸
手
段
を
考
慮
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉄
道
の
機
械
技
師
の
労
働
と
荷
役
人
夫
の
労
働
と
の
比
率
を
評
価
す
る
為
に
は
、

運
ば
れ
る
商
品
の
重
さ
と
成
就
さ
れ
る
移
動
の
み
を
考
慮
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
さ
ら
に
機

械
技
師
は
機
関
車
、
車
両
、
鉄
道
な
ど
を
必
要
と
す
る
一
方
、
荷
役
人
夫
は
二
本
の
腕
を
持
っ
て
い
れ
ば

よ
い
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
為
に
は
、

価
値
を
介
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
械
が
高
価
で
人
手
が
安
い
国
々
で
は
、
同
じ
労
働
の
為
に
機

械
に
比
べ
て
人
手
が
高
い
国
々
に
お
け
る
よ
り
も
、
機
械
を
使
う
こ
と
が
少
な
く
、
よ
り
多
く
の
人
手
を

 

同
義
反
復
が
な
く
な
る
為
に
は
生
産
物
の
価
値
に
訴
え
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
い
は
一
般
に
価
値
に
訴

え
る
こ
と
な
し
に
、
複
合
労
働
を
単
純
労
働
に
お
い
て
評
価
す
る
あ
る
手
段
を
発
見
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
も
し
例
え
ば
あ
る
一
労
働
者
Ａ
が
す
べ
て
の
条
件
を
等
し
い
も
の
と
し
て
他
の
労
働
者
Ｂ
が
生

産
す
る
量
の
二
倍
の
商
品
を
生
産
す
る
な
ら
ば
、
Ａ
の
労
働
は
明
ら
か
に
Ｂ
の
労
働
の
二
倍
の
価
値
を
有

し
、
そ
し
て
こ
の
関
係
が
商
品
の
価
値
の
考
察
に
訴
え
る
こ
と
な
く
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
価
値
を
説

明
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
例
え
ば
一
定
量
の
商
品
は
Ｂ
の
労
働
の
一
労
働
日
、
あ
る

い
は
Ａ
の
二
分
の
一
労
働
日
を
「
結
晶
化
さ
れ
た
形
で
」
含
む
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
同
じ
量
の
労

働
を
意
味
し
て
い
る
。
Ａ
は
単
に
Ｂ
が
労
働
一
を
供
給
す
る
時
間
の
う
ち
に
労
働
二
を
供
給
す
る
質
を
有

し
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。 

 

こ
れ
は
同
義
反
復
で
あ
る
。
異
な
る
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
異
な
る
種
類
の
労
働
は
、
こ
れ
ら
商
品
の

価
値
に
比
例
し
て
「
単
純
な
」
労
働
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
次
に
は
こ
れ
ら
の

価
値
が
諸
商
品
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
「
単
純
な
」
労
働
に
比
例
す
る
と
結
論
す
る
こ
と
に
は
何
の
困
難

も
な
い
。
し
か
し
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
、
我
々
の
議
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
命
題
を
た
だ

繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。
（
１
） 

 

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
困
難
を
次
の
よ
う
に
解
決
す
る
。「
価
値
の
生
産
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
優
越
的
労

働
は
常
に
社
会
的
労
働
の
平
均
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
複
合
的
労
働
の
一
労
働
日
は
例
え
ば
単

純
労
働
の
二
労
働
日
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
極
め
て
様
々
の
商
品
の

価
値
が
貨
幣
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
定
量
の
金
あ
る
い
は
銀
に
よ
っ
て
区
別
無
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
価
値
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
様
々
の
種
類
の
労
働
は
通
常
労
働
の
一

種
、
金
あ
る
い
は
銀
を
生
産
す
る
労
働
の
一
定
額
へ
と
様
々
に
異
な
る
度
合
い
に
お
い
て
還
元
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
」
（
Ⅰ,p.84.

） 

 

次
に
異
な
る
質
の
労
働
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
に
共
通
の
一
尺
度
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
評

価
す
る
何
ら
か
の
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
そ
れ
ら
が
市
場
に
お
い
て
持
つ

価
値
に
訴
え
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
循
環
論
法
に
陥
り
、
た
だ
価
値

を
価
値
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

（
１
）Introduction à K

arl M
arx,déjà citée,p.44. 

   

観
点
は
全
く
別
で
あ
る
。
一
理
論
の
価
値
は
事
実
と
の
一
致
で
は
な
く
、
そ
れ
が
人
々
の
中
に
生
じ

さ
せ
る
感
情
に
依
存
す
る
。 
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事
態
は
異
な
る
商
品
を
生
産
す
る
労
働
の
ジ
ャ
ン
ル
を
比
較
す
る
時
に
は
更
に
悪
く
な
る
。
こ
こ
に
二

人
の
異
な
る
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
二
つ
の
装
飾
扇
子
が
あ
り
、
二
人
の
画
家
は
そ
れ
ぞ
れ
一
労
働
日

を
働
い
た
と
し
、
こ
の
装
飾
扇
子
は
い
く
ら
か
と
尋
ね
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
次
の
よ

う
に
答
え
る
。「
そ
れ
ら
の
価
値
の
尺
度
は
、
そ
れ
ら
が
含
む
結
晶
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
。
」「
よ
ろ
し
い
。

そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
等
し
い
量
の
労
働
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
等
し
い
価
値
を
有
す
る
の
か
。
」
― 

 

マ
ル
ク
ス
は
我
々
に
金
あ
る
い
は
銀
を
生
産
す
る
通
常
の

．
．
．
労
働
に
つ
い
て
語
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
の
中

に
何
か
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
る
こ
と
を
続
け
よ
う
。
金
あ
る
い
は
銀
の
鉱
山
に
つ
い
て
の
報
告
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
我
々
は
そ
こ
に
い
く
つ
も
の
ジ
ャ
ン
ル
の
労
働
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
イ
ン
ド
で

は
、
イ
ン
ド
人
労
働
者
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
労
働
者
、
現
場
監
督
、
技
師
等
の
人
手
が
存
在
す
る
。
ど
こ
に

単
純
労
働
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
多
分
我
々
は
そ
れ
を
、
金
砂
を
洗
う
労
働
者
が
ま
だ
存
在
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
実
際
「
単
純
」
労
働
で

あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
も
う
一
つ
の
別
の
困
難
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
ど
こ
で
で
も
同
じ
額

を
稼
ぐ
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
は
い
く
ら
か
フ
ラ
ン
ス
に
も
存
在
す
る
。
彼
ら
の
稼
ぎ
は

極
め
て
僅
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
労
働
者
は
ア
メ
リ
カ
に
も
ま
た
存
在
す
る
が
、
そ
の
稼
ぎ
は
大
き
い
。

す
な
わ
ち
、
同
一
量
の
金
で
も
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
砂
洗
鉱
機
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
場
合
に
は
多
く
の
「
結

晶
化
し
た
労
働
」
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
量
の
金
が
、
例
え
ば
ク
ロ
ン
ダ
イ
ク
（ 

 

こ
の
価
値
論
は
単
純
明
瞭
で
あ
る
が
、
同
時
に
完
全
に
役
に
立
た
な
い
も
の
で
も
あ
る
。 

使
用
す
る
。
一
般
に
多
く
の
産
業
に
お
い
て
機
械
の
使
用
は
そ
の
帰
結
と
し
て
よ
り
多
く
の
生
産
を
も
た

ら
す
。
そ
し
て
も
し
消
費
が
そ
れ
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
機
械
の
使
用
は
適
当

で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
１
）
と
こ
ろ
で
、
消
費
が
商
品
の
あ
る
一
定
量
を
吸
収
で
き
る
か
否

か
を
知
る
為
に
は
こ
の
商
品
の
価
値
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

K
londyque

）
か
ら
来
る
時
に
は
こ
の
結
晶
化
し
た
労
働
は
極
め
て
僅
か
し
か
含
ま
な
い
。
二
十
フ
ラ
ン

の
硬
貨
は
そ
れ
故
そ
の
出
自
に
従
っ
て
「
結
晶
化
し
た
労
働
」
を
多
く
含
ん
だ
り
少
な
く
含
ん
だ
り
し
て

い
る
。
そ
し
て
市
場
で
は
二
十
フ
ラ
ン
硬
貨
が
作
ら
れ
た
金
属
の
出
自
に
従
っ
て
金
貨
を
区
別
す
る
と
い

う
こ
と
は
誰
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
商
品
の
価
値
が
一
定
量
の
金
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る

「
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
労
働
は
異
な
る
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
―
「
え
っ
！
そ
れ
で

は
一
方
の
質
が
他
方
の
質
と
比
較
し
て
ど
れ
く
ら
い
価
値
が
あ
る
か
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
」
―
「
ち
ょ
っ

と
待
て
。
私
は
市
場
へ
行
っ
て
み
よ
う
。
私
は
こ
れ
ら
二
つ
の
装
飾
扇
子
を
売
り
、
そ
の
後
で
こ
れ
ら
が

い
く
ら
す
る
か
を
貴
方
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
価
値
か
ら
そ
れ
ら
が
含
ん
で
い
る
価
値
を

推
論
し
な
さ
い
。
」 

  

（
１
） 

我
々
は
マ
ル
ク
ス
と
俗
流
経
済
学
の
用
語
を
採
用
し
て
い
る
。
実
際
に
は
問
題
は
は
る
か
に
複

雑
で
あ
る
。
我
々
は
商
品
の
価
値
を
所
与
の
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら

そ
れ
自
体
、
労
働
の
価
値
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
消
費
が
吸
収
で
き
る
も
の
も
、
ま

た
こ
の
価
値
に
依
存
し
て
い
る
。
我
々
は
し
ば
し
ば
引
用
し
た
命
題
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
経
済
的
問
題
に
お
け
る
未
知
数
は
独
立
に
は
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ

れ
ら
は
方
程
式
の
一
体
系
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
命
題
で
あ
る
。 
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生
産
諸
手
段
は
同
じ
生
産
物
を
作
る
場
合
で
も
様
々
に
異
な
る
度
合
い
で
相
互
に
結
合
さ
れ
得
る
。
こ

う
し
た
違
い
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
得
る
二
つ
の
起
源
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
技
術
的
起
源
と
経
済
的

起
源
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
製
造
係
数
、
あ
る
い
は
生
産
係
数
（
１
）
は
技
術
的
及
び
経
済
的
に
可
変

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
機
械
の
発
明
は
技
術
に
よ
る
変
化
の
原
因
で
あ
る
。
し
か
し

機
械
が
発
明
さ
れ
る
だ
け
で
は
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
加
え
て
そ
の
機
械
の
使
用
が

経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
人
手
が
安
い
国
で
は
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

労
働
が
、
人
手
が
高
い
国
で
は
機
械
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

製
造
係
数
の
違
い
に
関
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
初
歩
的
例
の
一
つ
は
、
集
約
的
農
業
と
粗
放
的
農
業
の

場
合
で
あ
る
。 

 

ミ
シ
ン
は
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
縫
う
為
の
「
通
常
な
」
道
具
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い

か
に
多
く
の
主
婦
が
ミ
シ
ン
無
し
で
す
ま
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
。
我
々
の
社
会
に
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ミ
シ
ン
の
通
常
の
数
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
に
答
え
る
こ

と
は
、
多
少
と
も
迂
回
し
た
形
で
資
本
の
概
念
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
（
１
） 

 

「
も
し
所
与
の
社
会
環
境
に
お
い
て
紡
績
機
が
紡
績
工
程
に
お
い
て
通
常
な

．
．
．
道
具
で
あ
る
な
ら
ば
、
紡

績
工
場
主
の
手
に
糸
車
を
持
た
せ
る
必
要
は
な
い
。
」
（
Ⅰ,p.83.

）
こ
れ
は
言
う
に
易
し
い
事
で
は
あ
る

が
、
紡
績
機
を
使
う
た
め
に
は
そ
れ
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

価
値
は
労
働
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
論
証
の
基
礎
は
、
我
々
が
既
に

見
た
よ
う
に
、「
商
品
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
価
値
は
脇
に
措
く
な
ら
ば
、
も
は
や
商
品
に
残
さ
れ
て
い
る

の
は
一
つ
の
質
、
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
と
い
う
質
だ
け
で
あ
る
」
（
Ⅰ,p.14.

）
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
故
も
し
商
品
に
何
か
別
の
質
、
例
え
ば
資
本
の
生
産
物
で
あ
る
と
い
う
質
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
論
証
全
体
が
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
価
値
が
資
本
に
依
存
す
る
か
否
か
を
明
ら
か

に
す
る
為
に
は
、
生
産
に
用
い
ら
れ
る
資
本
の
量
を
変
化
さ
せ
価
値
が
変
化
す
る
か
否
か
を
見
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
敵
対
者
の
手
中
に
あ
る
こ
の
武
器
を
急
い
で
打
ち
壊
す
。
素
早
く
彼
は
も
う

一
つ
の
手
段
を
取
り
、
資
本
の
変
化
を
除
去
す
る
。「
商
品
の
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
時
間
は
、
平
均
水

準
の
能
力
と
強
度
で
、
ま
た
所
与
の
社
会
環
境
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
通
常
の
条
件
に
お
い
て
遂
行
さ

れ
る
す
べ
て
の
労
働
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
時
間
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ,p.15.

）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
通
常
の
条

件
な
る
も
の
は
国
の
有
す
る
資
本
の
量
に
依
存
し
、
ま
た
そ
の
資
本
量
そ
の
も
の
の
様
々
な
産
業
間
で
の

配
分
状
況
に
依
存
す
る
。 

 

金
及
び
銀
を
生
産
す
る
通
常
労
働

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
一
商
品
の
中
に
含
ま
れ
る
結
晶
化
し
た
労
働

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
と
い
う
の
は
、
気
の

利
い
た
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
少
し
も
現
実
に
対
応
し
な
い
こ
と
は
真
に
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

輸
送
の
た
め
の
「
通
常
の
」
手
段
は
お
そ
ら
く
鉄
道
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
我
々
が
そ
れ
を
建
設
で
き

る
の
は
資
本
を
持
っ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
っ
て
「
通
常
の
手
段
」
が
存
在
し
得
る
の
は
そ
れ
を
我
々
が

賄
い
得
る
度
合
い
に
応
じ
て
の
み
で
あ
る
。 

時
に
は
「
こ
れ
ら
の
価
値
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
様
々
の
ジ
ャ
ン
ル
の
労
働
が
同
種
の
通
常
労
働
の
一
定
額

に
還
元
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
完
全
に
間
違
い
で
あ
る
。 

  

（
１
） K

arl M
arx,Introduction de V.Pareto,p.31,Paris,G

uillaum
in. 
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マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
検
討
を
こ
れ
以
上
続
け
る
余
裕
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
こ
の
理
論
を
樹
立
す
る

為
に
用
い
ら
れ
た
方
法
に
つ
い
て
の
観
念
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
を
超
え
て
推
し
進
め
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
無
益
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
業
績
の
通
俗
的
解
釈
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
ろ
う
。
通
俗
的
解
釈

 

製
造
係
数
の
経
済
的
変
動
は
極
め
て
大
き
な
重
要
性
を
有
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
そ
れ
を
全
く
無

視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
刻
な
誤
謬
に
陥
る
。
例
え
ば
生
産
諸
条
件
を
変
化
さ
せ
る
あ
る
一
つ
の
方
策
に

つ
い
て
判
断
す
る
に
際
し
て
、
彼
ら
は
そ
の
注
意
を
「
剰
余
価
値
」
の
変
動
に
対
し
て
の
み
集
中
し
、
そ

の
方
策
の
効
果
は
、「
資
本
家
」
が
こ
の
剰
余
価
値
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
に
も
っ
ぱ
ら
依
存
す
る
と
主
張

す
る
。
と
こ
ろ
で

も
重
要
な
効
果
は
逆
に
、
製
造
係
数
の
変
動
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

に
由
来
す
る
富
の
破
壊
は
あ
る
種
の
場
合
に
は
、
何
人
か
の
個
人
か
ら
別
の
人
々
に
移
転
さ
せ
ら
れ
る
富

の
総
額
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
こ
と
が
あ
る
。 

 

（
１
）C

ours,§717 et suiv. 

 

（
１
）
生
産
係
数

．
．
．
．
と
は
、
あ
る
商
品
の
一
単
位
を
生
産
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
様
々
な
資
本
の
量
で
あ

る
こ
と
を
想
起
せ
よ
。C

ours,§104. 

 

生
産
係
数
の
経
済
的
可
変
性
は
マ
ル
ク
ス
の
命
題
に
と
っ
て
厄
介
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
こ
れ
を

で
き
る
限
り
脇
に
措
き
可
変
性
を
す
べ
て
技
術
的
可
変
性
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
言
う
「
製
造
に

お
い
て
用
い
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
生
産
手
段
は
相
互
に
お
い
て
質
的
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
、
全
く
確
定
さ

れ
た
量
的
比
例
関
係
を
も
有
し
て
い
る
。
」
（
Ⅱ,p.69.

）
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
製
造
係

数
は
確
か
に
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
別
の
い
く
つ
か
は
可
変
的
で
あ
り
、
そ
し
て
企
業
家
の
主
要
な
機
能

は
ま
さ
に
そ
れ
ら
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。（
１
）
マ
ル
ク
ス
は
一
つ
の
事
例
を
挙
げ
る
が
、
彼
の
理
論

に
と
っ
て
好
都
合
と
思
わ
れ
る
状
況
の
中
か
ら
そ
の
事
例
を
選
ぶ
こ
と
に
大
い
に
気
を
使
っ
て
い
る
。「
か

く
し
て
製
糸
工
場
主
は
、
綿
の
為
の
支
出
、
工
場
の
拡
張
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
給
与
の
増
加
は
別
に
し

て
も
、
紡
錘
の
数
を
増
や
す
こ
と
は
同
時
に
必
要
と
な
る
梳
き
刷
毛
や
仕
上
げ
機
を
購
入
せ
ず
に
は
不
可

能
で
あ
る
。
」
（
Ⅱ,p.69.

）
彼
は
、
こ
の
製
糸
工
場
主
が
石
炭
の
費
用
を
増
大
さ
せ
ず
に
は
蒸
気
機
関
の

力
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
製
糸
工

場
主
が
も
っ
と
良
い
機
械
を
購
入
す
る
な
ら
ば
答
は
否
で
あ
る
。
も
し
石
炭
が
安
け
れ
ば
、
製
糸
工
場
主

は
例
え
多
く
の
石
炭
を
消
費
す
る
と
し
て
も
中
程
度
の
、
し
か
し
あ
ま
り
費
用
の
か
か
ら
な
い
維
持
し
や

す
い
機
械
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
も
し
石
炭
が
高
く
な
れ
ば
、
彼
は
よ
り
完
成
さ
れ
た
機
械
を
購
入
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
石
炭
を
節
約
す
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
言

う
。
「
一
定
の
確
定
さ
れ
た
労
働
者
数
は
、
従
っ
て
生
産
手
段
の
確
定
さ
れ
た
あ
る
量
に
対
応
す
る
。
」
（ 

Ⅲ,p.149.

）
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
労
働
者
の
確
定
さ
れ
た
一
定
の
数
は
集
約
的
耕
作
に
お
い
て
は
粗

放
的
耕
作
に
お
け
る
よ
り
も
狭
い
土
地
面
積
に
対
応
す
る
。
も
し
平
均
を
取
る
な
ら
ば
こ
の
数
が
た
だ
面

積
に
の
み
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
同
一
数
の
労
働
者
に
対
応
す
る
生
産
手
段
が

示
す
と
こ
ろ
の
違
い
を
恣
意
的
に
消
滅
さ
せ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
違
い
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
同
義
反
復
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
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剰
余
価
値
が
発
生
し
得
る
の
は
労
働
者
か
ら
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
施
設

に
水
を
供
給
す
る
「
資
本
家
」
が
い
る
と
せ
よ
。
も
し
彼
が
そ
の
水
を
二
人
の
労
働
者
に
汲
み
上
げ
さ
せ

る
な
ら
ば
、
彼
は
あ
る
剰
余
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
も
し
彼
が
、
あ
る
種
の
動
物
動

力
装
置
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
二
人
の
労
働
者
に
取
っ
て
代
わ
る
で
あ
ろ
う
騾
馬
を
購
入
す

る
な
ら
ば
彼
は
も
は
や
何
物
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
な
る
剰
余
価
値
も
生
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ン

ド
で
は
車
か
ら
梁
柱
を
降
ろ
す
為
に
象
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
荷
降
ろ
し
を
す
る
企
業
家
は
い
か
な
る
剰
余

 

こ
こ
か
ら
出
発
し
て
剰
余
価
値
、
剰
余
労
働
、
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
の
搾
取
の
理
論
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

（
１
）
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ミ
ル
の
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
巻330

ペ
ー
ジ

を
参
照
。 

 

労
働
者
に
と
っ
て
は
、
資
本
家
が
彼
ら
か
ら
盗
ん
で
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
細
か
い
部
分

は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
し
か
し
理
論
家
は
細
か
い
部
分
を
知
ろ
う
と
し
、
事
柄
の
根
底
に
ま
で
至
ろ

う
と
す
る
。
資
本
家
の
儲
け
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
ま
た
除
去
に
よ
っ
て
進
も
う

と
す
る
。
こ
の
儲
け
の
由
来
は
交
換
で
も
な
く
、
商
品
の
循
環
で
も
な
い
。「
通
貨

ア
ル
ジ
ャ
ン

を
資
本
に
変
換
せ
し

め
る
に
違
い
な
い
価
値
の
増
殖
は
、
通
貨
自
体
に
由
来
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
（
Ⅰ,p.71.

）
「
一
商

品
の
通
常
の
価
値
か
ら
交
換
価
値
を
引
き
出
し
得
る
為
に
は
、
エ
キ
ュ
銀
貨
を
持
っ
た
人
間
が
幸
運
に
も

循
環
の
真
っ
只
中
に
お
い
て
、
そ
の
通
常
の
価
値
が
交
換
で
き
る
価
値
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
特
別
の
力

を
持
つ
と
こ
ろ
の
一
商
品
を
発
見
す
る
と
い
う
機
会
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
商
品
と
は
、

そ
れ
を
消
費
す
る
こ
と
が
労
働
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う

な
商
品
で
あ
る
。（
１
）
そ
し
て
こ
の
エ
キ
ュ
銀
貨
を
持
っ
た
人
物
は
こ
の
よ
う
な
特
別
な
力
に
恵
ま
れ
た

一
商
品
を
実
際
に
市
場
で
発
見
す
る
。
そ
れ
は
労
働
能
力
、
あ
る
い
は
労
働
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
名
称
の
も
と
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
人
の
人
間
の
身
体
の
中
に
、
ま
た
そ
の
生
き

た
人
格
の
中
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
有
用
な
も
の
を
作
り
出
す
為
に
は
こ
の
エ
キ
ュ
人
間
が
そ
れ

ら
を
運
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
肉
体
的
知
的
諸
能
力
の
総
体
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ,p.71.

） 

 

教
育
あ
る
人
間
達
は
こ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
る
。
価
値
は
労
働
の
量
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
命

題
は
、
依
然
と
し
て
こ
の
理
論
の
礎
石
で
あ
る
。
ま
た
本
当
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
こ
の
命
題
は
論
理
的

観
点
か
ら
見
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
不
可
欠
の
基
礎
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
命
題
を
疑
問
に
附
す
る

の
は
学
者
的
哲
学
的
解
釈
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
ま
だ
そ
れ
に
代
わ
る
手
段
を
見
出
し
て
い
な
い
。 

 

我
々
は
そ
れ
を
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
値
あ
る
い
は
価
格
は
、
商
品
の
生

産
に
用
い
ら
れ
た
労
働
の
量
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。
こ
の
労
働
は
一
方
で
は
機
械
、
建
築
物
等
の
維
持

に
必
要
な
も
の
を
含
み
、
ま
た
原
材
料
そ
の
他
の
中
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
労
働
を
含
む
。
商

品
の
製
作
に
協
力
し
た
労
働
者
達
は
そ
れ
の
価
値
あ
る
い
は
価
格
を
受
け
取
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
一
部

の
み
を
受
け
取
る
の
で
あ
り
、
残
り
は
資
本
家
の
と
こ
ろ
へ
い
く
。
資
本
家
は
労
働
者
を
搾
取
し
、
彼
ら

の
辛
苦
の
果
実
の
一
部
を
奪
取
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
の
問
題
は
こ
の
規
制

者
を
厄
介
払
い
し
、
彼
ら
か
ら
不
正
利
得
を
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

と
は
、
こ
の
著
者
の
し
ば
し
ば
極
め
て
明
瞭
な
文
章
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 
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小
麦
を
耕
作
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
っ
た
高
利
貸
し
は
少
な
か
ら
ず
い
る
。
現

代
に
な
っ
て
か
ら
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
貸
し
付
け
は
イ
タ
リ
ア
南
部
の
地
方
で
は
稀
で
は
な
い
。
そ
し
て

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
も
の
家
族
が
そ
の
富
を
こ
う
し
た
貸
し
付
け
に
負
う
て
い
る
。
こ
の
場
合
例

の
有
名
な
循
環
、
す
な
わ
ち
通
貨
―
商
品
―
通
貨
の
循
環
は
み
ら
れ
な
い
。
商
品
―
商
品
と
い
う
単
純
な

循
環
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
労
働
力
」
の
購
入
も
な
い
。
し
か
し
、
高
利
貸
し
は
、
も
し
そ

れ
が(

資
本)

で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
極
め
て
よ
く
似
た
あ
る
も
の
を
蓄
積
し
て
い
る
。
あ
る
高
利

貸
し
が
種
ま
き
の
時
期
に
毎
年200

㎏
の
小
麦
を
貸
し
付
け
、
収
穫
時
期
に
は300

㎏
の
小
麦
を
返
さ
せ

た
、
と
す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
一
年
に
つ
き
小
麦100

㎏
の
不
労
所
得
を
得
る
こ
と
に
な

 

（
１
）
こ
の
巻
の
１
７
８
ペ
ー
ジ
を
参
照
。 

 

食
糧
の
直
接
貸
し
付
け
は
昔
は
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。（
１
）
マ
ル
ク
ス
も
そ
れ
を
否
定

し
よ
う
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。「
利
子
を
生
み
出
す
資
本
―
も
し
我
々

が
そ
れ
に
そ
の
原
始
的
形
態
に
対
応
す
る
名
称
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
高
利
資
本
―
は
、
そ
の
兄
弟
た
る

商
業
資
本
と
と
も
に
大
昔
の
資
本
形
態
に
属
す
る
。
」（
Ⅲ,p.164.

）
し
か
し
な
が
ら
今
日
で
も
消
費
貸
し

付
け
―
そ
の
中
に
は
多
く
の
国
債
が
含
ま
れ
る
に
違
い
な
い
―
は
、
生
産
貸
し
付
け
に
対
す
る
比
率
に
お

い
て
と
て
も
無
視
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。「
前
資
本
主
義
時
代

に
高
利
資
本
が
機
能
し
た
特
長
的
形
態
―
こ
の
形
態
は
資
本
主
義
的
生
産
に
お
い
て
は
二
次
的
で
あ
り
、

も
は
や
利
子
生
み
資
本
の
性
格
を
決
定
し
な
い
―
は
、
全
部
で
二
つ
あ
る
。
高
利
は
大
手
、
一
般
に
は
そ

の
財
産
を
浪
費
す
る
土
地
所
有
者
か
ら
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
小
生
産
者
、
労
働
用
具
の
所
有
者
、
す
な
わ

ち
そ
の
時
代
に

も
重
要
な
階
級
で
あ
っ
た
職
人
や
と
り
わ
き
農
民
に
対
す
る
貸
し
付
け
か
ら
で
あ
れ
、

天
引
き
さ
れ
た
。
」
（
Ⅲ,p.165.

）
こ
の
後
者
の
場
合
「
労
働
者
」
は
、
「
資
本
家
」
に
よ
っ
て
別
の
形
態

の
も
と
で
搾
取
さ
れ
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
や
り
方
で
、
高
利
貸
し
に
よ
っ
て
「
搾
取
」
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。「
エ
キ
ュ
銀
貨
を
持
つ
人
間
」
が
あ
る
労
働
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
こ

の
労
働
者
に
給
与
を
支
払
い
、
彼
の
生
産
す
る
も
の
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
５
％
を
儲
け
る
こ
と
、
こ

れ
は
根
本
に
お
い
て
は
、
本
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
操
作
と
は
い
え
な
い
。 

 

我
々
は
剰
余
価
値
の
生
産
を
す
べ
て
の
生
あ
る
存
在
に
ま
で
拡
張
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に

は
剰
余
価
値
は
単
に
生
命
の
神
秘
的
属
性
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
資
本
家
は
そ
の
選
択
に
従

っ
て
水
を
汲
み
上
げ
る
為
の
二
人
の
労
働
者
を
雇
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
装
置
を
動
か
す
た
め
の
一
匹
の

騾
馬
を
使
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
に
、
も
し
彼
が
ポ
ン
プ
を
動

か
す
小
さ
な
モ
ー
タ
ー
を
購
入
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
剰
余
価
値
の
す
べ
て
が
消
滅
し
、

も
は
や
何
も
我
が
物
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
焼
肉
料
理
店
の
店
主
は
、
そ
の
焼
き
串
を
、

給
与
付
き
の
子
供
に
回
転
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
大
き
な
犬
に
回
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
機
械

に
回
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
彼
が
そ
れ
を
給
与
付
き
の
子
供
に
回
転
さ
せ
る
場
合
は
、
彼
は
あ
る
剰
余

価
値
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
用
い
る
の
が
犬
で
あ
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も

疑
わ
し
く
な
る
。
彼
が
焼
き
串
回
転
機
械
を
持
つ
場
合
に
は
、
剰
余
価
値
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。

焼
き
串
回
転
機
械
の
こ
の
よ
う
な
影
響
は
理
解
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

価
値
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
象
は
剰
余
価
値
を
生
み
出
さ
な
い
。
し
か
し
も
し
彼
が
こ
の
仕
事
を

す
る
為
に
労
働
者
を
採
用
す
る
な
ら
ば
剰
余
価
値
が
出
現
し
、
彼
は
そ
れ
を
我
が
物
と
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
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イ
ギ
リ
ス
の
古
い
経
済
学
者
と
マ
ル
ク
ス
の
誤
謬
を
訂
正
し
、
資
本
家
と
企
業
化
を
混
同
し
な
い
こ
と

が
な
お
必
要
で
あ
る
。
資
本
の
集
団
、
企
業
の
集
団
、
資
本
及
び
企
業
へ
の
集
団
は
理
論
的
に
可
能
、
か

つ
依
然
と
し
て
区
別
さ
れ
得
る
ジ
ャ
ン
ル
の
集
団
で
あ
る
。
実
践
的
観
念
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
ら
三
種
の
集

団
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
大
き
く
拡
大
す
る
こ
と
に
は
と
て
つ
も
な
い
、
そ
し
て
多
分
克
服
不
可
能

な
困
難
が
存
在
す
る
。
し
か
し
大
企
業
の
大
部
分
が
集
団
化
さ
れ
、
そ
し
て
貯
蓄
の
使
用
権
を
賃
借
り
す

る
個
別
企
業
に
貯
蓄
が
帰
属
し
続
け
る
よ
う
な
事
態
は
、
実
現
不
可
能
と
は
思
わ
れ
な
い
。
我
々
は
そ
う

し
た
例
の
一
つ
を
、
実
際
控
え
め
な
程
度
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
自
治
体
社
会
主
義
の
う
ち
に
持
っ
て

 

も
し
「
価
値
」
が
「
結
晶
化
し
た
労
働
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
資
本
家
」
は
彼

が
生
産
物
か
ら
天
引
き
し
た
部
分
を
横
領
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
結
果
す
る
。
そ
し
て
も
し
さ
し
あ
た

り
我
々
が
社
会
現
象
の
複
合
性
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
横
領
さ
れ
た
部
分
を
労
働
者
に
戻
す

為
に
集
散
主
義
を
樹
立
す
る
の
が
有
用
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
価
値
が

結
晶
化
し
た
労
働
で
な
い
な
ら
ば
、
集
散
主
義
を
樹
立
す
る
こ
と
は
不
都
合
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
結

論
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。 

 

マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
論
理
的
か
つ
実
験
科
学
的
反
駁
は
集
散
主
義
の
断
罪
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
も

の
で
は
決
し
て
な
い
。
論
理
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
我
々
は
、
人
が
剰
余
価
値

．
．
．
．
、
及
び
剰
余
労
働

．
．
．
．
に
つ
い
て

語
る
時
、
彼
は
厳
密
な
証
明
の
代
わ
り
に
単
な
る
観
念
連
合
を
用
い
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
る
権
利
を
有

す
る
が
、
し
か
し
集
散
主
義
は
社
会
の
幸
福
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
結
論
す
る
権
利
は
持

た
な
い
。
も
し
誰
か
が
、
生
産
手
段
が
集
団
に
属
す
る
な
ら
ば
人
々
は
も
っ
と
幸
福
で
あ
ろ
う
と
主
張
す

る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
が
も
ち
得
る
真
理
の
内
的
性
格
に
従
っ
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
命
題

を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
「
資
本
家
」
が
差
し
引
い
た
部
分
に
剰
余
価
値

．
．
．
．
と
い
う
名
称

が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
証
明
が

有
効
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
否
定
も
で
き
な
い
。
人
は
多
面
か
ら
す
れ
ば
正
し
く
も
あ
り
得
る
一
命

題
に
、
ま
ず
い
証
明
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。 

る
。
そ
し
て
も
し
小
麦
の
価
格
が100

㎏
に
つ
き
平
均20

フ
ラ
ン
で
あ
れ
ば
、
一
年
に
つ
き
平
均20

フ

ラ
ン
の
不
労
所
得
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
彼
は
資
本
家
で
は
あ
り
得
な
い
。

何
故
な
ら
彼
の
循
環
、
通
貨
―
商
品
―
通
貨
を
用
い
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
労
働
力
を
全
然
購
入
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
高
利
貸
し
と
耕
作
者
の
間
で
契
約
の
形
式
が
変
わ
る
と
せ
よ
。
高
利
貸

し
は
耕
作
者
の
労
働
力
を
購
入
し
、
土
地
と
耕
作
す
る
為
の
あ
ら
ゆ
る
出
費
と
同
じ
く
、
そ
の
労
働
力
に

対
し
て
通
貨
で
支
払
う
と
す
る
。
彼
は
生
産
物
を
売
り
、
そ
し
て
そ
の
出
費
を
控
除
す
れ
ば
、
こ
れ
は
以

前
と
同
じ
よ
う
に
一
年
に
つ
き
丁
度20

フ
ラ
ン
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
形
式
の
単
な
る
変
更
が
、
高
利

貸
し
を
「
資
本
家
」
に
す
る
効
力
を
有
す
る
。
し
か
し
、
な
お
一
層
奇
妙
な
何
か
が
あ
る
。
高
利
貸
し
は

彼
が
望
む
限
り
に
お
い
て
、
彼
が
そ
の
貸
し
付
け
か
ら
引
き
出
し
た
小
麦100

㎏
（
あ
る
い
は
そ
の
価
値

20

フ
ラ
ン
）
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
「
資
本
」
の
形
成
を
な
ん
ら
説
明
し
な
か
っ
た
。
資

本
の
形
成
に
と
っ
て
は
そ
の
契
約
の
形
式
だ
け
を
変
更
す
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
同
じ
蓄
積
さ
れ
た
小
麦

100

㎏
、
あ
る
い
は
そ
の
価
値
が
資
本
の
形
成
を
説
明
す
る
。
マ
ル
ク
ス
及
び
そ
の
弟
子
に
つ
い
て
の
学

者
的
解
釈
が
生
じ
る
の
は
、
ま
た
様
々
な
平
均
、
社
会
的
に
必
要
な
時
間
、
通
常
の
生
産
様
式
等
の
装
置

全
体
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
困
難
を
避
け
る
為
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
通
俗

的
解
釈
の
美
し
い
構
成
と
論
理
的
明
瞭
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。 
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マ
ル
ク
ス
の
業
績
の
客
観
的
価
値
は
偉
大
で
あ
っ
た
し
、
今
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
理
由
を
解

明
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
社
会
主
義
的
宗
教
（
１
）
は
労
働
者
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、
と
り

わ
け
知
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
教
養
に
欠
け
て
は
い
な
い
人
物
達
に
訴
え
る
。

そ
れ
故
社
会
主
義
的
宗
教
は
科
学
的
形
式
を
ま
と
わ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

現
代
に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
義
、
及
び
宗
教
の
傾
向
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
及
び
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
は
そ
の
通
俗
的
解
釈
、
及
び
学
者
的
解
釈
に
満
足
を
与
え
る
の
に
適
し
た
、
情
熱
と
理

性
の
幸
福
は
混
在
を
示
し
て
い
る
。
文
学
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
資
本
主
義

体
制
に
集
中
砲
火
を
浴
び
せ
て
突
破
口
を
あ
け
る
、
目
的
の
明
瞭
さ
、
精
力
、
忍
耐
力
を
賞
賛
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
読
者
の
関
心
は
常
に
非
常
に
様
々
な
道
を
通
じ
て
こ
の
体
制
の
悪
行
、
極
め
て
生
き
生
き

と
し
た
色
彩
で
も
っ
て
、
し
か
も
詠
嘆
調
に
陥
る
こ
と
な
く
描
き
出
さ
れ
る
悪
行
を
軽
蔑
す
る
方
向
に
導

か
れ
る
。
人
々
は
こ
の
体
制
に
対
す
る
著
者
達
の
反
感
嫌
悪
―
多
分
そ
れ
は
憎
悪
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
―
を
ほ
と
ん
ど
共
有
す
る
と
こ
ろ
ま
で
導
か
れ
る
。
そ
し
て
用
語
の
選
択
ま
で
含
め
て
す
べ
て
は
、

例
え
一
瞬
た
り
と
い
え
ど
も
こ
の
感
情
に
身
を
委
ね
た
人
間
は
も
は
や
我
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
、
計
算
さ
れ
て
い
る
。
貧
困
、
生
存
競
争
の
た
め
の
実
り
の
無
い
努
力
に
よ
っ
て
と
げ
と
げ
し
く
気
難

し
く
な
っ
た
人
間
、
社
会
的
不
正
の
犠
牲
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
う
信
じ
て
い
る
人
間
は
、
マ
ル
ク
ス

の
著
作
の
中
に
自
ら
の
苦
悩
が
解
明
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
。
マ
ル
ク
ス
の
著
作
は
彼
ら
に
そ
の
苦
悩
の

原
因
、
す
な
わ
ち
資
本
家
に
横
領
さ
れ
る
剰
余
労
働
、
剰
余
価
値
、
労
働
の
搾
取
度
合
、
を
明
ら
か
に
す

る
。
彼
は
、
我
々
の
中
に
あ
っ
て
ま
だ
混
沌
状
態
で
の
み
存
在
し
て
い
た
感
情
が
明
確
に
説
明
さ
れ
た
時

に
我
々
す
べ
て
が
感
ず
る
生
き
生
き
と
し
た
喜
び
を
経
験
す
る
。
こ
の
喜
び
を
我
々
に
体
験
さ
せ
る
能
力

の
あ
る
人
間
の
こ
と
を
、
我
々
は
雄
弁
家
と
呼
ぶ
。
労
働
者
は
主
人
が
「
自
分
を
搾
取
し
て
い
る
」
と
確

信
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
本
能
的
感
情
に
明
確
か
つ
簡
潔
な
形
式
を
与
え
る
べ
く
登
場
す
る
の
で
あ
る
。 

 

我
々
が
い
ま
述
べ
た
と
こ
ろ
の
考
察
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
論
理
的
あ
る
い
は
主
観
的
価
値
の
み
に

関
心
を
向
け
て
お
り
、
そ
の
客
観
的
価
値
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
が
人
々
を
一
定
の
方
向
に
引
っ
張
っ
て
い

く
上
で
及
ぼ
し
得
る
影
響
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
宗
教
の
歴
史
は
我
々
が
し
ば
し
ば
繰
り
返

し
た
よ
う
に
、
明
瞭
に
区
別
さ
れ
得
る
二
つ
の
事
柄
が
あ
る
こ
と
を
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
例
と
と
も
に
証

明
し
て
い
る
。 

 

（
１
）
あ
る
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
Ｇ
・
ソ
レ
ル
は
社
会
民
主
主
義
（socialism

e dém
ocratique

）

の
宗
教
的
性
質
を
極
め
て
よ
く
見
て
い
た
。
そ
し
て
彼
の
い
う
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。『
教
会
と
国
家
』（
『
ル
ヴ
ュ
ー
・
ソ
シ
ア
リ
ス
ト
』
所
収
）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
態
度
と
ド
イ
ツ
の
あ
る
種
の
社
会
民
主
主
義
者
の
態
度
と
の
間
に
は

非
常
に
大
き
な
類
似
が
存
在
す
る
。
社
会
民
主
主
義
者
の
書
い
た
も
の
に
お
け
る
運
動
と

終
目
的
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
達
の
仮
説
と
命
題
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
そ
し
て
注
で
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。
「
人
は
類
似
を
極
め
て
遠
く
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
説
教
者
、

聖
歌
、
及
び
典
礼
学
者
達
は
、
彼
ら
の
言
説
の
中
に
聖
書
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
言
葉
、
語
句
を
導

入
す
る
為
に
力
を
尽
く
す
の
と
同
様
に
あ
る
種
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
達
は
マ
ル
ク
ス
の
著
作
か
ら
取
り

い
る
。
こ
の
状
態
が
社
会
に
対
し
て

大
の
幸
福
を
も
た
ら
す
か
否
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
は
こ

の
問
題
を
扱
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
し
て
本
書
に
お
い
て
は
問
題
を
解
決
す
る
の
に
役
立
ち
得
る
要
素

の
い
く
つ
か
の
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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科
学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
価
値
に
つ
い
て
の

良
の
理
論
と
は
諸
事
実
に

も
良
く
合
致
す
る
理
論
で

 

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
非
妥
協
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
達
と
の
間
の

近
に
お
け
る
論
争
に
お
い
て
、

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
多
分
科
学
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
正
し
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
し
か
し
マ
ル
ク

ス
主
義
者
達
は
実
践
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
の
会
議
は
純
粋

科
学
の
定
理
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も

先
ず
実
践
的
目
的
を
持
つ
集
会
で
あ
り
権
力
を
征
服
す
る
為
に
進
軍
す
る
労
働
者
の
党
の
議
会
で
あ
り
、

古
い
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を
奪
取
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
議
会
で
あ
る
。 

 

社
会
主
義
者
の
会
議
は
今
日
ま
で
こ
の
道
を
辿
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
そ
こ
で
、
彼
ら
が
実
際
エ
リ
ー
ト

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
事
を
示
す
知
恵
と
明
識
の
所
有
者
た
る
こ
と
の
証
拠
を
示
し
て
き
た
。 

 

さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
を
社
会
主
義
の
聖
書
た
ら
し
め
る
為
に
ど
の
よ
う
な
要
因

が

初
は
作
用
し
た
に
せ
よ
、
一
旦
な
さ
れ
た
こ
の
選
択
は
惰
性
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
ま
た
一
般
に
宗

教
は
そ
れ
の
立
脚
す
る
基
礎
を
明
示
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
維
持
さ
れ
る
。
我
々

は
そ
れ
ら
を
解
放
と
決
議
論
、
あ
る
い
は
言
い
逃
れ
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
を

少
な
く
と
も
見
か
け
上
は
常
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
集
結
地
点
の
標
識
を
持
つ
こ
と
は
役

に
立
つ
。
人
は
好
き
な
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
選
ん
だ
後
で
は
そ
れ
を
変
更
す
る

こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
要
因
が
教
養
あ
る
人
士
に
作
用
す
る
。
さ
ら
に
人
々
を
マ
ル
ク
ス
に
向
け
て
引
っ
張
る
こ
れ

ら
に
劣
ら
ぬ
強
力
な
要
因
が
あ
る
。
こ
の
著
者
は
労
働
者
に
対
し
て
彼
ら
の
利
害
の
言
語
を
語
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
。
彼
は
、
彼
ら
の
目
の
前
に
彼
ら
の
運
命
の
物
質
的
改
善
を
呈
示
し
た
。
彼
は
彼
ら
労
働
者

を
人
間
と
し
て
扱
う
友
人
で
あ
り
、
彼
ら
を
子
供
と
し
て
扱
う
教
育
者
で
は
な
か
っ
た
。 

 

さ
ら
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
的
な
観
点
、
す
な
わ
ち
論
理
的
・
実

験
科
学
的
観
点
か
ら
み
て
さ
え
も
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
は
多
く
の
経
済
学
者
、
例
え
ば
楽
観
的
経
済
学
者

の
理
論
と
比
べ
て
大
い
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。 

 

感
情
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
根
本
に
お
い
て
は
力
強
い
論
証
と
精
緻
を
極
め
た
詭
弁
と
が
分
離
す

る
。
我
々
は
空
想
家
、
形
而
上
学
者
、
倫
理
主
義
者
の
夢
想
は
嘲
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス

の
強
力
な
弁
証
法
は
、
並
々
な
ら
ぬ
力
を
授
け
ら
れ
た
そ
の
敵
対
者
の
う
ち
の

強
者
に
払
わ
れ
る
べ
き

尊
敬
と
同
等
の
尊
敬
を
我
々
に
強
い
る
。
そ
し
て
こ
の
尊
敬
は
そ
の
師
に
対
し
て
弟
子
達
が
抱
く
信
仰
を

増
大
さ
せ
る
の
に
寄
与
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
い
く
つ
か
の
点
に
お
け
る
曖
昧
さ
も
同
じ
効
果
を
生

み
出
す
の
に
協
力
す
る
。
人
は
神
秘
に
魅
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
我
々
は
あ
る
著
作
を
賞
讃
し
始
め
る

や
、
そ
の
中
で
遭
遇
す
る
曖
昧
さ
さ
え
も
こ
の
賞
讃
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
我
々
は

後

に
は
そ
の
曖
昧
さ
を
見
通
し
た
と
想
像
し
、
著
者
の
思
考
を
覆
っ
て
い
る
ベ
ー
ル
を
持
ち
上
げ
た
と
考
え

る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
一
方
で
は
我
々
の
想
像
力
の
果
実
で
あ
る
の
で
、
必
然
的
に
我
々
の
感
情
と
一

致
す
る
。
我
々
は
、
我
々
が
解
釈
し
て
い
る
著
者
の
著
作
の
中
に
我
々
が
そ
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
を

見
、
そ
し
て
自
然
に
そ
れ
ら
が
卓
越
し
た
考
え
方
で
あ
る
と
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
他
方
で
は
、
真
の

意
味
は
大
多
数
の
人
々
の
理
解
を
超
え
て
い
る
の
に
、
我
々
だ
け
は
そ
の
真
の
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
と
い
う
思
い
が
自
己
愛
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
喜
び
を
我
々
に
も
た
ら
し
、
こ
の
喜
び
は
そ

の
解
釈
さ
れ
た
著
作
、
及
び
著
者
に
対
し
て
我
々
を
ま
す
ま
す
愛
着
さ
せ
る
。 

 

出
さ
れ
た
極
め
て
限
ら
れ
た
語
彙
を
用
い
る
。
彼
ら
の
書
い
た
も
の
は
真
の
モ
ザ
イ
ク
で
あ
る
。
」 
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あ
る
。
社
会
主
義
下
と
い
う
実
践
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
に
好
都
合
な
感
情
を
、

あ
る
い
は
一
般
的
に
言
え
ば
、
可
能
な
進
化
の
で
き
る
限
り

良
の
形
式
に
と
っ
て
好
都
合
な
感
情
を
ひ

き
起
こ
す
の
に
適
し
た
理
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
は
第
一
の
条
件
は
満
た
し
て
い
な

い
が
、
第
二
の
条
件
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
極
め
て
よ
く
満
た
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

故
そ
れ
は
実
践
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
有
用
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
論
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
時
に
は
、

人
々
は
解
釈
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
変
更
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
全
く
捨
て
さ
え
す
る
時
期
に
立
ち
至

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
理
論
は
そ
れ
か
ら
期
待
さ
れ
得
る
成
果
を
全
う
し
た
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。 
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第
１
４
章 

 

史
的
唯
物
論
と
階
級
闘
争 

 

史
的
唯
物
論
の
通
俗
的
解
釈
と
科
学
的
解
釈
―
通
俗
的
解
釈
は
誤
っ
た
考
え
方
に
導
く
―
社
会
現
象
全
体

を
「
窮
極
的
に
」
決
定
す
る
の
は
経
済
条
件
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
検
証
―
通
俗
的
解
釈
の
目
的
―
マ
ル

ク
ス
は
通
俗
的
解
釈
の
考
え
方
に
無
縁
で
は
な
い
―
す
べ
て
の
社
会
現
象
を
人
種
に
依
存
さ
せ
る
理
論
―

史
的
唯
物
論
の
学
者
的
解
釈
―
Ｂ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
の
考
え
方
―
歴

史
的
決
定
論
―
歴
史
か
ら
除
外
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
歴
史
的
諸
事
実
は
人
々
を
導
い
て
き
た
い
く
つ

か
の
観
念
の
論
理
的
帰
結
と
は
ほ
ど
遠
い
―
歴
史
的
決
定
論
は
他
の
学
説
に
比
べ
て
社
会
主
義
に
と
っ
て

よ
り
好
都
合
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
―
階
級
闘
争
―
そ
れ
と
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
―
感
傷
主
義
的

社
会
主
義
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
優
れ
た
観
察
―
倫
理
主
義
的
社
会
主
義
者
達
は
彼
ら
が
他
の
党
派
の

道
具
た
る
限
り
に
お
い
て
の
み
重
要
性
を
有
す
る
―
権
力
に
あ
る
階
級
は
階
級
闘
争
の
存
在
を
否
定
す
る

こ
と
に
利
益
を
有
す
る
―
何
故
に
こ
の
武
器
は
そ
れ
を
利
用
し
た
者
達
を
裏
切
っ
た
か
―
Ｇ
・
ソ
レ
ル
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

．
．
．
．
．
．
―
及
び
人
道
主
義

．
．
．
．
の
批
判
―
階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
通
俗
的
解
釈
と
学

者
的
解
釈
―
こ
の
解
釈
に
対
し
て
な
さ
れ
た
価
値
無
き
反
論
―
学
者
的
解
釈
は
現
実
に
接
近
す
る
―
経
済

的
有
機
体
間
の
競
争
と
淘
汰
に
対
す
る
そ
の
影
響
―
こ
の
淘
汰
を
抑
圧
す
る
な
ら
ば
経
済
的
有
機
体
の
繁

栄
を
確
保
す
る
為
に
別
の
様
式
の
淘
汰
を
発
見
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
―
階
級
闘
争
の
存
在
と
こ
の
闘

争
の
形
式
―
こ
の
形
式
の
進
化
―
社
会
主
義
者
の
不
寛
容
―
過
去
の
時
代
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
不
寛

容
と
そ
れ
と
の
類
似
―
階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
楽
観
主
義
的
学
派
の
誤
謬
―
自
由
主
義
学
派
の
立
場
―
そ

れ
は
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
何
故
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
接
近
す
る
か
―
階
級
闘
争
が
よ
り
非
暴
力
的
に
な

る
こ
と
を
阻
む
障
害
―
階
級
闘
争
の
複
雑
さ
と
拡
大
―
組
合
員
労
働
者
と
非
組
合
員
労
働
者
―
諸
現
象
の

主
観
的
検
証
と
客
観
的
検
証
―
組
合
員
労
働
者
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
―
ト
レ
ー
ド
ユ
ニ
オ
ン
―
階
級
闘
争

が
生
ず
る
国
々
が
享
受
し
て
い
る
自
由
の
水
準
に
よ
っ
て
異
な
る
階
級
闘
争
の
進
化
―
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
進
化
―
こ
の
問
題
に
関
し
て
立
て
ら
れ
る
諸
問
題
―
何
故
に
政
府
に
よ
る
非
合
は
権
力
を
有
す
る
エ
リ

ー
ト
を
弱
め
、
堕
落
さ
せ
る
か
―
エ
リ
ー
ト
が
自
ら
の
地
位
を
維
持
で
き
る
の
は
そ
れ
を
防
御
で
き
る
場

合
の
み
で
あ
る
―
ト
レ
ー
ド
ユ
ニ
オ
ン
と
ト
ラ
ス
ト
は
善
と
悪
と
の
混
合
を
呈
示
す
る
―
非
マ
ル
ク
ス
主

義
者
と
妥
協
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
―
彼
ら
の
間
の
対
立
紛
争
は
社
会
主
義
の
成
功
の
可
能
性
を
少
し
も
減

少
さ
せ
な
い
―
こ
の
点
に
つ
い
て
の
社
会
主
義
の
敵
対
者
達
の
幻
想
―
労
働
と
資
本
と
の
間
の
紛
争
は
階

級
闘
争
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
―
階
級
闘
争
は
生
命
あ
る
い
は
幸
福
の
為
の
闘
争
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い

―
あ
る
種
の
形
態
は
変
形
が
可
能
で
あ
る
が
、
内
容
は
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。 

  

マ
ル
ク
ス
の
業
績
に
お
け
る
社
会
学
的
部
分
は
科
学
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
経
済
学
的
な
部
分
よ

り
も
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
。 

 

史
的
唯
物
論
の
考
え
方
に
関
し
て
我
々
は
二
つ
の
解
釈
を
見
出
す
。
つ
ま
り
通
俗
的
解
釈
と
学
者
的
解

釈
で
あ
る
。 

 

前
者
に
よ
れ
ば
史
的
唯
物
論
の
考
え
方
は
一
国
民
の
経
済
条
件
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
に

あ
る
。
一
国
民
の
歴
史
は
こ
の
条
件
に
よ
っ
て
全
面
的
に
決
定
さ
れ
る
。
（
１
） 

  

（
１
）
Ｇ
・
ソ
レ
ル
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
を
取
る
。「
…
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
政

治
的
、
道
徳
的
、
倫
理
的
現
象
の
す
べ
て
は
（
言
葉
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
）
経
済
現
象
に
よ
っ
て

240



決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
事
が
言
わ
れ
て
い
る
。
一
体
こ
の
よ
う
な
公
式
は
何
を
意
味
し
得
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
あ
る
一
事
物
が
別
の
あ
る
事
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
連
結
様
式
に
つ
い
て
の
厳
密
な
考
え
方
を
同

時
に
示
す
こ
と
な
し
に
決
定
さ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
俗
流
唯
物
論
の
普
及
者
を
笑
う
べ
き
極
め
て

不
条
理
な
者
と
し
た
馬
鹿
げ
た
言
い
草
の
一
つ
を
繰
り
返
す
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
史
的
唯
物
論
の
こ
の

よ
う
な
戯
画
に
つ
い
て
全
く
責
任
は
無
い
。
」
（Préf. de G

.SO
R

E
L aux E

ssais sur la 
conception m

atérialiste de Phistoire, par A
N

TO
N

IO
 LA

B
R

IO
LA ; Paris, G

iard et 
B

rière, P.7.

） 
 
 

同
書
に
お
い
て
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
は
歴
史
の
唯
物
論
的
概
念
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に

言
う
。「
そ
の
考
え
方
を
構
成
す
る
言
葉
の
単
な
る
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
洞
察
す
る
こ
と
―
説
明

の
文
脈
か
ら
そ
の
意
味
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
―
が
可
能
で
も
あ
り
好
都
合
で
も
あ
る
と
多
く
の

人
々
が
考
え
て
き
た
し
、
今
も
考
え
て
お
り
将
来
も
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
…
。」（P.118.

）「
こ
の
学

説
に
お
い
て
は
こ
の
著
者
は
人
間
全
体
を
物
質
的
利
害
の
単
な
る
計
算
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
努
力

し
て
お
り
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
思
想
的
利
害
に
ど
ん
な
価
値
で
あ
れ
、
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
と

人
は
言
う
。
こ
の
学
説
の
あ
る
種
の
布
教
者
達
の
未
経
験
、
無
能
力
、
性
急
さ
も
ま
た
こ
う
し
た
混
乱

の
原
因
で
あ
っ
た
。
」
（p.119.

）
こ
う
し
た
原
因
に
加
え
て
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
意
図
的
に

か
無
意
識
的
に
か
わ
か
り
に
く
い
表
現
の
仕
方
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

  

た
だ
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
反
論
を
避
け
る
た
め
に
し
ば
し
ば
、
究
極
的
に
は

．
．
．
．
．
（
１
）
と
い
う
言
葉
が
付
け

加
え
ら
れ
る
。 

  

（
１
）
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
権
威
は
、
学
者
の
解
釈
が
こ
の
よ
う
な
説
明
を
全
面
的
に
放
棄
す

る
こ
と
を
妨
げ
る
。「
…
問
題
は
た
だ
、
す
べ
て
は
歴
史
的
事
実
を
下
層
に
横
た
わ
る
経
済
的
構
造
と
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

う
手
段
に
よ
っ
て
最
終
審
級

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
に
お
い
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。（LA

B
R

IO
LA

, loc 
cit., p.135.

）「
新
し
い
学
説
に
夢
中
に
な
っ
た
宣
伝
者
達
の
情
熱
と
、
常
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な

い
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
愛
好
だ
け
で
も
あ
る
種
の
人
々
を
、
歴
史
を
書
く
為
に
は
も
っ
ぱ
ら
歴．

史
的
契
機

．
．
．
．
を
際
立
た
せ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
と
信
ず
る
に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
」 

（p.133.

） 
  

こ
の
学
説
に
つ
い
て
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
長
々
と
論
ず
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
。 

 

経
済
的
諸
条
件
が
他
の
社
会
諸
現
象
を
決
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
社
会
諸
現
象
は
経
済
的
諸
条
件
に

反
作
用
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
的
諸
条
件
そ
の
も
の
は
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

経
済
的
諸
条
件
は
社
会
全
体
の
形
成
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
経
済
的

諸
条
件
と
他
の
社
会
諸
現
象
と
の
間
に
は
単
純
に
相
互
依
存
の
状
態
、
こ
の
部
類
の
現
象
に
と
っ
て
は
一

般
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
状
態
が
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
も
相
互
依
存
で
は
な
く
、
因

果
関
係
を
考
え
る
例
の
誤
謬
を
見
出
す
の
で
あ
る
。 

 

動
物
に
お
い
て
も
栄
養
摂
取
機
能
は
そ
の
動
物
の
他
の
特
徴
と
相
互
依
存
状
態
に
あ
る
。
ラ
イ
オ
ン
が

獲
物
を
取
っ
て
生
き
る
の
は
、
ラ
イ
オ
ン
が
狂
猛
で
あ
り
、
闘
争
の
為
に
良
い
武
器
を
備
え
て
い
る
か
ら

だ
と
言
明
す
る
こ
と
は
、
部
分
的
に
は
真
理
で
あ
る
が
、
ラ
イ
オ
ン
が
狂
猛
で
あ
り
闘
争
の
為
に
良
い
武

器
を
備
え
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
獲
物
を
取
っ
て
生
き
て
い
る
か
ら
だ
と
言
う
事
以
上
に
、
真
理
で
あ
る
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わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
国
民
が
好
戦
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
経
済
的
生
産
の
分
野
を
有
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
事
は
、
そ
の
国
民
が
そ
の
種
の
生
産
分
野
を
有
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
好
戦

的
だ
か
ら
だ
と
い
う
事
以
上
に
真
理
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

次
に
、
最
終
的
分
析
に
お
い
て
は
、
何
を
言
お
う
と
す
る
の
か
。
我
々
が
「
最
終
分
析
」
に
到
達
し
た

と
確
信
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
時
代
に
ま
で
溯
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
我
々
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
の

社
会
諸
現
象
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
我
々
は
ガ
リ
ア
人
の
時
代
に
ま
で
、
化
石
人
間
の
時
代
に
ま

で
、
人
間
が
そ
も
そ
も
ま
だ
地
球
上
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
ま
で
溯
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々

は
我
々
の
国
に
お
け
る
原
初
の
人
間
に
つ
い
て
ご
く
僅
か
し
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
。

そ
し
て
我
々
の
眼
前
で
経
過
し
て
い
る
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
を
過
去
の
全
く
未
知
の
事
実
に
よ
っ
て

解
明
し
よ
う
と
望
む
事
は
、
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
し
我
々
が
「
最
終
的
分
析
」
を
見
出
す
為
に
ま
す
ま
す
過
去
へ
溯
る
な
ら
ば
、
我
々
は
仮
説
上
の
太

陽
系
星
雲
の
形
成
時
期
に
ま
で
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
我
々
は
地
球
上
で
起
こ
っ
た
事
は
す
べ
て

こ
の
星
雲
の
中
に
萌
芽
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
断
言
す
る
事
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
一
般
的
命
題
は
何
も
意
味
し
な
い
し
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
地
球
上
の
生
命
は
太
陽
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
は
太
陽
が
「
最
終
分
析
に
お
い
て
」
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の

勝
利
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
命
題
は
我
々
の

知
識
の
量
を
増
大
さ
せ
る
上
で
い
か
な
る
点
に
お
い
て
貢
献
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

通
俗
的
解
釈
は
一
つ
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
。
人
は
社
会
主
義
者
に
対
し
て
、
人
間
の
あ
る
種
の
心
的

特
徴
は
集
産
主
義
の
実
践
を
困
難
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
反
論
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
人
間
の
性
格

が
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
再
反
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
集
産
主
義

が
樹
立
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
う
し
た
性
格
も
変
化
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
反
論
は
崩
壊

す
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
が
通
俗
的
解
釈
に
全
く
無
縁
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
俗
的
解
釈
は
彼
の
学
説

に
と
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
好
都
合
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
自
分
の
見
解
を
明
瞭
に
説
明
す
る
こ
と
を
潔
し

と
せ
ず
、
謎
を
解
け
と
い
う
著
者
は
誰
で
あ
れ
自
分
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
不
平
を
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。 

 

す
べ
て
の
社
会
現
象
を
経
済
的
諸
条
件
に
還
元
す
る
代
わ
り
に
社
会
諸
現
象
を
も
っ
ぱ
ら
人
種
に
依
存

さ
せ
よ
う
と
し
た
著
者
達
が
い
る
。
も
し
彼
ら
が
こ
の
人
種
な
る
も
の
を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
に
成
功

す
る
と
し
た
ら
―
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
―
彼
ら
は
史
的
唯
物
論
の
通
俗
的
解
釈
の
支
持
者
達
が

い
る
地
盤
よ
り
は
堅
固
な
地
盤
の
上
に
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
人
種
な
る
も
の
は
説
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
諸
現
象
か
ら
独
立
の
存
在
性
を
あ
る
点
ま
で
は
有
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
人
種
に
よ
る
歴
史
の
解
釈
理
論
と
は
矛
盾
す

る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
極
め
て
多
数
の
事
実
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
だ
極
め
て
曖
昧
な
そ
し
て
新
た
な
研
究
、
と
り
わ
け
厳
密
に
科
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。 

 

史
的
唯
物
論
の
学
者
的
解
釈
は
、
我
々
を
現
実
に
接
近
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
理
論
と
し
て
の

す
べ
て
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
実
際
歴
史
的
決
定
論
と
混
じ
り
あ
い
、
歴
史
の
中
に
そ
の
諸
関

係
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
事
実
を
確
認
す
る
。（
１
）
史
的
唯
物
論
の
構
想
は
、
こ
の
点
に
お
い

て
単
純
に
歴
史
の
客
観
的
か
つ
科
学
的
な
構
想
で
あ
る
。 
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（
１
）
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
は
前
記
引
用
書
百
二
十
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
極
め
て
的
確
に

述
べ
て
い
る
。「
…
次
の
点
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
学
説
の
意
味
は
何
よ
り
も
先
ず
そ
れ

が
現
実
に
お
い
て
立
ち
向
か
っ
て
い
た
学
説
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
対
し
て
、
そ
れ
が
と
っ
て
い
る
、
或
い
は
占
め
て
い
る
立
場
か
ら
汲
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
、
こ
の
学
説
の
価
値
の
証
明
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
ら
に
由
来
す
る
人
間
諸
事
象
の
継
起
に
つ
い
て

の
よ
り
適
切
な
説
明
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
学
説
は
他
の
諸
利
害
に
対
し
て
恣
意
的
な
選
択
に
よ

っ
て
対
立
さ
せ
ら
れ
た
、
人
間
的
利
害
の
あ
る
一
定
の
質
、
あ
る
い
は
一
定
の
量
に
対
す
る
主
観
的
選

好
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
社
会
全
体
の
発
展
に
お
け
る
す
べ
て
の
利
害
の
客
観
的
調
整
、

及
び
序
列
化
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
」 

 
 

Ｂ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
『
史
的
唯
物
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
』
（M

aterialism
o slorico ed 

econom
ia m

arxista, p.29.

）
に
お
い
て
、
史
的
唯
物
論

．
．
．
．
．
は
「
あ
る
所
与
の
時
期
に
お
け
る
一
国
民

の
諸
条
件
を
そ
の
諸
原
因
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
理
解
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
言
う
。 

 
 

ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
著
作
を
読
む
こ
と
は
史
的
唯
物
論

．
．
．
．
．
の
問
題
の
現
状
を
知
る
う
え
で

不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
。 

  

歴
史
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
察
法
は
現
在
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
信
奉
者
達
が
考
え
る
ほ
ど
斬
新

で
も
「
革
命
的
」
で
も
な
い
。
ツ
キ
デ
ィ
ド
ゥ
ス
か
ら
バ
ッ
ク
ル
、
テ
ー
ヌ
そ
の
他
現
代
の
著
者
達
に
至

る
ま
で
、
多
く
の
歴
史
家
達
が
少
な
く
と
も
こ
の
道
を
歩
も
う
と
試
み
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
捨

象
し
て
諸
事
実
を
報
告
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
捨
象
が
時
に
不
完
全
で
あ
る
と

し
て
も
そ
れ
は
方
法
の
為
で
は
な
く
、
著
者
が
そ
の
生
き
て
い
る
社
会
で
通
用
し
て
い
る
思
想
に
引
っ
張

る
こ
と
、
し
ば
し
ば
無
意
識
の
う
ち
に
分
ち
も
つ
情
熱
や
偏
見
に
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ

と
は
極
め
て
現
実
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
つ
い
て
の
唯
物
論
的
考
え
方
の
最
も
決
然
た
る
支
持
者

で
も
現
に
、
自
分
達
の
敵
対
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
極
め
て
明
瞭
に
見
抜
き
、
叙
述
す
る
一
方

で
、
彼
ら
自
身
の
持
っ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
気
が
付
か
な
い
。
彼
は
彼
ら
の
師
マ
ル
ク
ス

に
お
い
て
、
価
値
．
．
、
剰
余
価
値

．
．
．
．
、
剰
余
労
働

．
．
．
．
、
労
働
の
搾
取
度

．
．
．
．
．
．
、
経
済
的
条
件
の
最
終
審
級

．
．
．
．
、
そ
の
他
類

似
の
用
語
が
全
く
の
駄
弁
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
が
言
う
よ
う
に
「
純
粋
に
形
式
的
な

定
義
に
常
に
閉
じ
こ
も
る
傾
向
が
あ
る
」（p.118.

）
こ
と
に
は
気
付
か
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

．
．
．
．
．
．
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
は
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
教
授
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
神
々
の
妬
み
よ
り
は
、
は
る
か
に

価
値
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
感
情
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
あ
っ
て
は
神
々
に
対
す
る
畏
敬
の
感
情
で
あ
り
、
現
今
の
著
者
達
に
あ
っ
て
は
マ
ル

ク
ス
に
対
す
る
畏
敬
の
感
情
で
あ
る
。 

 

我
々
が
今
歴
史
の
唯
物
論
的
考
え
方
の
前
歴
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、

そ
の
他
こ
の
学
説
に
つ
い
て
の
今
日
に
お
け
る
擁
護
者
達
の
価
値
を
貶
め
る
為
で
は
全
く
無
い
。
彼
ら
は
、

人
々
が
ま
だ
し
ば
し
ば
混
乱
し
た
考
え
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
原
理
を
明
瞭
な
形
で
主
張
し
、
と
り
わ

け
何
人
か
の
学
者
た
ち
に
の
み
適
し
て
い
た
歴
史
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
民
衆
の
も
の
と
し
た
と
い
う
功

績
を
持
っ
て
い
た
。 

 

ま
た
他
方
、
こ
の
原
理
を
擁
護
す
る
こ
と
は
決
し
て
意
味
の
無
い
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
原

理
は
未
だ
に
あ
る
種
の
論
者
達
に
よ
っ
て
異
議
を
さ
し
は
さ
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
他
の
多
く
の
論
者
達
は

理
論
的
観
点
か
ら
態
度
を
決
め
る
の
で
は
な
し
に
、
著
作
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
原
理
を
無
視
し
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。
例
え
ば
今
日
に
お
い
て
さ
え
歴
史
家
達
が
人
々
の
有
す
る
思
想
に
よ
っ
て
諸
事
実
を
説
明
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
ほ
ど
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。（
１
）
あ
た
か
も
人
間
の
行
為
は
人
間

の
精
神
の
中
に
先
在
す
る
い
く
つ
か
の
前
提
の
厳
密
に
論
理
的
な
推
論
の
帰
結
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
。

ま
た
あ
た
か
も
人
々
の
い
る
状
況
は
彼
ら
の
思
想
に
影
響
し
な
い
か
の
よ
う
に
。
自
然
科
学
の
領
域
か
ら

追
放
さ
れ
た
形
而
上
学
的
概
念
は
社
会
学
の
領
域
に
避
難
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
追
撃
し
、
社
会
学
か
ら

追
放
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

  

（
１
） 
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（
１
）
例
と
し
て
何
を
選
ぶ
べ
き
か
、
当
惑
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
はEssai sur l'hist ... du 

tiers
・é tat,p

・
１
３
， 

で
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
る
。
「
我
々
の
観
念
風
俗
に
お
け
る
ロ
ー
マ
的
な
る
も
の
の
起
源
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
が
創
始
し
た
形
式
、
す
な
わ
ち
帝
国
の
市
民
的
・
政
治
的
諸
制
度
に
与
え
ら
れ
た

終
的
形
式
、

に
あ
る
。
・
・
・
・
」
し
か
し
、
こ
の
形
式
そ
の
も
の
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
持
続
し
得
た
の
か
。

も
し
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
が
な
ん
ら
か
の
形
式
を
で
た
ら
め
に
選
ん
だ
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
形
式
も
同
じ
影
響

を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
中
世
に
お
い
て
は
、
皇
帝
権
力
、
後
代
の
王
政
の
類
型
で
あ
る
皇
帝
権
力
と
い
う
観
念
に
新

し
い
力
を
付
与
す
る
た
め
に
は
、
法
的
裁
可
に
加
え
て
教
会
の
裁
可
が
必
要
に
な
る
の
が
見
ら
れ
る
。
・
・
・
・
」
も
っ
と

深
い
原
因
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
実
は
、
皇
帝
権
力
の
確
立
と
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
と
に
同
時

に
幸
い
し
た
別
の
諸
事
実
と
、
関
係
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
注
釈
の
な
か
で
こ
の
著
者
は
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。

「
ロ
ー
マ
法
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
の
主
権
は
人
民
に
由
来
し
て
い
た
。
・
・
・
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
に
由
来
し

て
い
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
治
世
以
降
、
皇
位
継
承
に
お
い
て
世
襲
制
を
勝
利
せ
し
め
た
の
は
後
者
の
原
理
で
あ
っ

た
。
」
幾
何
学
の
定
理
を
証
明
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
皇
位
継
承
の
順
序
は
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
証
明
さ
れ
た
。
そ

し
て
順
序
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。 

 
Paul Sabatier, V

ie de saint Francois d'A
ss., p

．１７ 

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
歴
史
、
・
・
・
学
者
は
我
々
に
、
・
・

・

高
の
完
成
度
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
自
然
博
物
館
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
・
・
・
自
然
を
、
包
摂
に
お
い
て
、
そ
の
生

命
の
広
が
り
に
お
い
て
、
あ
な
た
方
の
魂
に
お
け
る
神
秘
的
な
反
響
に
お
い
て
見
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
押
し
葉
標
本
集
が
あ

な
た
方
に
差
し
出
さ
れ
る
。
」 p

．２３ 

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
歴
史
に
対
し
て
あ
ま
り
に
多
く
を
求
め
て
は

な
ら
な
い
。
・
・
・
自
然
の

も
美
し
い
も
の
、
花
や
蝶
、
は
繊
細
な
手
に
よ
っ
て
し
か
触
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」p

．２５ 

に
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
狭
隘
な
精
神
は
・
・
・
、
化
学
者
が
物
体
を
研
究
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
諸
国
民
が
研
究

さ
れ
る
、
客
観
的
歴
史
を
願
望
す
る
。
・
・
・
し
か
し
目
下
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
歴
史
は
存
在
し
な
い
。
」 

 

こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
非
常
に
詩
的
で
は
あ
ろ
う
が
、
科
学
的
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。 

                            

  

歴
史
理
解
に
つ
い
て
の
「
唯
物
論
的
」
と
い
う
名
称
は
、
経
済
的
諸
条
件
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
現

象
の
原
因
と
し
て
の
位
置
を
与
え
よ
う
と
す
る
通
俗
的
解
釈
に
と
っ
て
あ
ま
り
都
合
の
悪
い
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
学
問
的
解
釈
に
は
も
は
や
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
学
問
的
解
釈
に
と
っ
て
唯
物
論
は
な
じ
ま

な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。 

 

逆
に
、
こ
の
学
問
的
解
釈
が
も
た
ら
す
理
論
、
科
学
的
に
認
め
ら
れ
得
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
理
論
の

方
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
学
説
に
比
べ
て
社
会
主
義
に
対
し
て
究
極
的
に
好
都
合
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
正
当
に
も
闘
っ
た
心
情
的
倫
理
的
な
社
会
主
義
に
対
し
て
は
完
全
に
対
立

す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
オ
ッ
ト
ー
・
ア
モ
ン
、
ラ
プ
ー
ジ
ュ
、G

.

ル
ボ
ン
、
等
の
学
説
を
擁
護

す
る
の
に
全
く
有
効
で
あ
る
。 

 

階
級
闘
争
の
概
念
は
、
多
く
の
人
士
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
大

潮
流
の
う
ち
に
入
り
込
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
深
い
と
こ
ろ
で
真
理
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
が

万
人
に
対
し
て
そ
れ
を
弁
護
す
る
た
め
に
展
開
し
た
精
力
と
気
骨
は
称
賛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

『
共
産
党
宣
言
』
は
心
情
的
社
会
主
義
の
一
種
を
「
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
」
と
し
て
典
型
化
す
る
誤
謬

を
犯
し
て
い
る
。
心
情
的
社
会
主
義
な
る
も
の
は
、
い
か
な
る
国
に
で
あ
れ
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
属
す
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
で
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
た
と
え
こ
の
命
名
が
１
８
４
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８
年
に
は
当
た
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
今
日
に
お
い
て
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
「
ド

イ
ツ
の
」
と
い
う
名
称
に
値
す
る
社
会
主
義
の
範
疇
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス

主
義
で
あ
る
。 

 

こ
の
留
保
の
上
で
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
こ
と
の
う
ち
に
は
多
く
の
真
理
が
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
社
会
主
義

あ
る
い
は
真
正
社
会
主
義
」
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
的
お
よ
び
共
産
主
義
的
」
文
献
を
ゆ
が
め
た
と

彼
は
指
摘
す
る
。
（
階
級
闘
争
の
概
念
に
基
づ
く
文
献
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
）
。
「
階
級
闘
争
に
関
す

る
文
献
は
ド
イ
ツ
人
の
手
の
な
か
で
階
級
間
の
闘
争
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
が
故
に
こ
そ
、
彼
ら

ド
イ
ツ
人
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
的
狭
隘
』
を
抜
け
出
て
高
み
に
立
っ
た
こ
と
、
真
の
欲
求
で
は
な
く
『
真
な

る
も
の
が
欲
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
』
を
弁
護
し
た
こ
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
利
益
で
は
な
く
人
間
存
在

の
利
益
、
人
間
一
般
の
利
益
、
い
か
な
る
階
級
に
も
い
か
な
る
現
実
に
も
属
さ
ず
、
哲
学
的
幻
想
で
覆
わ

れ
た
天
空
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
人
間
の
利
益
を
弁
護
し
た
こ
と
で
満
足
し
た
の
で
あ
る
。
（
１
）
」 

 

（
１
）
『
共
産
党
宣
言
』
。 

も
っ
と
先
の
方
で
彼
は
こ
う
し
た
文
献
を
か
な
り
明
瞭
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。
「
思
弁
と
い

う
非
物
質
的
繊
維
で
織
ら
れ
、
修
辞
の
花
で
飾
ら
れ
、
感
傷
の
露
で
み
た
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
者
た
ち
が
そ
の
貧
弱

な
『
永
遠
の
真
理
』
を
そ
の
う
ち
に
包
み
込
ん
で
い
た
こ
の
超
越
的 

衣
服
は
、
こ
の
よ
う
な
読
者
（
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
向
け
の
ド
イ
ツ
社
会
主
義
者
た
ち
の
商
品
の
販
売
を
活
発
に
し
た
だ

け
で
あ
っ
た
。
」 

 

こ
の
商
品
は
す
べ
て
の
国
々
で
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
買
い
手
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
買
い
手
の
大
多
数
は
没
落
す
る
エ
リ
ー
ト
に
属
し
て
い
る
。 

  

こ
の
こ
と
は
大
多
数
の
現
代
人
に
と
っ
て
い
ま
だ
に
文
字
通
り
真
実
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
全
く
感
傷
癖

に
凝
り
固
ま
り
、
何
か
に
つ
け
て
「
正
義
、
真
実
、
連
帯
」
に
つ
い
て
語
り
、
秩
序
を
維
持
し
不
法
行
為

と
犯
罪
を
抑
止
す
る
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
権
威
の
第
一
の
義
務
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
（
１
）
、
観
察

と
論
理
を
な
べ
て
軽
蔑
し
、
現
実
の
克
服
し
が
た
い
困
難
に
遭
遇
し
た
方
策
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、

目
を
天
に
向
け
て
そ
の
方
策
は
「
我
々
に
す
こ
し
ば
か
り
多
く
の
社
会
的
正
義
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」

と
言
え
ば
十
分
だ
と
信
ず
る
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
方
か
ら
す
れ
ば
、
単
純
な
真
理
を
切
り
捨
て
る
た

め
の
口
実
と
し
て
彼
ら
に
役
立
つ
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
、
彼
ら
が
真
に
欲
し
て
い
る
と
こ
ろ

の
も
の
を
知
っ
て
い
る
党
派
、
す
な
わ
ち
保
守
派
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
に
と
っ
て
の
道
具
と
し
て
役
立
ち

う
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
重
要
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
保
守
派
に
と
っ
て
は
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
の
激
情
を
そ
の
復
讐
心
を
定
式
化
す
る
方
向
で
丸
め
込
む
た
め
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
は
支

配
階
級
の
抵
抗
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
に
、
役
立
ち
う
る
限
り
に
お
い
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
１
）
我
々
は
本
書
に
お
い
て
い
く
つ
も
の
例
を
挙
げ
て
お
い
た
。
本
書
第
一
部
が
世
に
出
て
以
降
、
我
々
の
観
察
を
確
認

す
る
い
く
つ
か
の
新
し
い
事
実
が
出
て
き
た
。
以
下
は
全
く

近
の
適
例
で
あ
る
。 

 

１
９
０
２
年
４
月
、
ジ
ェ
ネ
ヴ
ィ
リ
エ
で
殺
人
事
件
が
起
き
た
。
二
人
の
裁
判
官
、
予
審
判
事
レ
イ
デ
氏
と
コ
シ
ュ
フ
ェ

ー
ル
氏
の
二
人
は
、
卓
越
し
た
犯
行
者
た
ち
を
発
見
す
べ
く
捜
査
尋
問
に
没
頭
し
、
多
数
の
申
し
出
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
は
特
記
に
値
す
る
。 

 

こ
の
二
人
の
裁
判
官
は
そ
の
地
方
で
「
ロ
ー
ラ
ン
親
爺
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
た
、
年
寄
り
の
実
直
な
男
の
こ
と
を
突
然

思
い
出
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
年
寄
り
を
尋
問
し
、
一
昨
日
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
特
徴
を
持
っ
た
車
が
通
る
の
を
見
な
か
っ

た
か
と
尋
ね
た
。 
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― 

仮
に
わ
し
が
そ
の
車
を
見
た
と
し
て
も
、
と
そ
の
年
寄
り
は
答
え
た
、
わ
し
に
そ
れ
を
尋
ね
る
に
は
及
ば
ん
よ
、
わ

し
は
あ
ん
た
に
何
も
し
ゃ
べ
る
気
は
な
い
か
ら
。 

 

全
く
予
期
し
な
か
っ
た
こ
の
答
え
に
少
し
く
あ
っ
け
に
と
と
ら
れ
て
レ
イ
デ
氏
は
反
撃
し
た
。 

 

― 

一
体
ど
う
し
て
か
ね
。
君
は
私
の
印
象
で
は
上
等
な
人
物
で
、
善
良
な
市
民
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
ど
う
し

て
見
た
こ
と
を
我
々
に
供
述
す
る
の
を
拒
む
の
か
ね
。
君
の
義
務
は
犯
罪
人
、
殺
人
者
の
逮
捕
に
つ
な
が
る
あ
ら
ゆ
る
情
報

を
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
ね
。 

 
 

― 

わ
し
を
抛
っ
て
お
い
て
く
れ
な
い
か
ね
、
と
そ
の
田
舎
人
は
、
目
を
涙
で
濡
ら
し
な
が
ら
言
っ
た
、
わ
し
は
も
う

あ
ん
た
方
の
裁
判
は
信
じ
な
い
の
だ
。
い
や
、
も
う
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
去
年
わ
し
の
息
子
が
ピ
ス
ト
ル
で
殺

さ
れ
た
と
考
え
て
み
て
く
れ
。
そ
れ
は
わ
し
の
た
だ
一
人
の
子
供
だ
っ
た
の
だ
。
わ
し
は
そ
の
息
子
を
大
変
か
わ
い
が
っ
て

い
た
。
息
子
の
方
も
わ
し
に
限
り
な
い
愛
情
を
持
っ
て
お
っ
た
。
な
ん
て
こ
と
だ
。
そ
の
殺
人
犯
は
逮
捕
さ
れ
て
「
あ
ん
た

方
の
裁
判
所
」
に
出
頭
さ
せ
ら
れ
た
。
あ
な
た
方
は
多
分
彼
が
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
思
う
だ
ろ
う
。
全
く
逆
な
の
だ
。
彼
は

無
罪
放
免
さ
れ
た
の
だ
。
ほ
ら
、
し
っ
か
り
見
て
く
れ
。
陪
審
員
て
の
は
全
部
操
り
人
形
な
ん
だ
か
ら
。 

 

こ
う
言
っ
て
こ
の
哀
れ
な
老
人
は
熱
い
涙
を
流
し
た
。
こ
の
事
件
が
彼
の
う
ち
に
多
く
の
悲
し
い
思
い
出
を
蘇
ら
せ
た
の

で
あ
る
。 

 

裁
判
官
た
ち
は
こ
の
老
人
を
慰
め
よ
う
と
努
力
し
、
こ
の
老
人
の
頑
固
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず

終
的
に
は
彼
か
ら
い
く
つ

か
の
情
報
を
獲
得
し
、
そ
の
情
報
は
捜
査
の
続
行
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
の
実
直
な
老
人
が
ジ
ャ
コ
バ
ン

派
の
神
秘
的
信
仰
の
美
し
さ
に
征
服
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
彼
は
、
「
共
和
国
防

衛
」
の
た
め
の
「
免
責
の
掟
」
を
前
も
っ
て
適
用
し
て
い
る
正
直
な
陪
審
員
の
こ
と
を
あ
の
よ
う
に
無
礼
な
形
で
は
語
ら
な

い
よ
う
に
用
心
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、

も
優
れ
た
連
帯
の
理
論
に
よ
れ
ば
自
分
の
息
子
の
暗
殺
者
た
ち
と
自
分
と

が
連
帯
し
て
い
る
と
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
観
察
は
良
識
を

欠
い
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
善
良
な
犯
罪
者
た
ち
を
勾
留
し
つ
つ
同
時
に
彼
ら
に
自
由
を
返
す
こ
と
を
急
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、

何
故
に
彼
ら
を
逮
捕
す
る
た
め
に
苦
労
す
る
の
か
。 

  

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
真
理
の
一
端
を
よ
く
見
て
い
た
。
「
絶
対
主
義
的
政
府
に
と
っ
て
は
・
・
・
こ
の
社

会
主
義
は
、
威
嚇
的
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
怖
が
ら
せ
る
た
め
の
脅
威
と
し
て
役

に
立
つ
。
」
こ
れ
に
は
補
足
が
必
要
で
あ
る
。
今
日
で
は
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
の
使
い
方
は
ほ
と
ん
ど

消
滅
し
た
が
、
別
の
似
た
よ
う
な
使
い
方
が
重
要
性
を
獲
得
し
て
い
る
。 

 

奇
妙
な
一
現
象
が
特
筆
に
値
す
る
。
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
階
級
は
一
般
に
階
級
闘
争
を
否
定
す
る
こ

と
に
利
益
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
支
配
階
級
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
属
階
級

の
関
心
を
階
級
闘
争
の
問
題
か
ら
逸
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
支
配
階
級

構
成
員
自
身
の
抵
抗
力
を
弱
め
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
階
級
は
、

階
級
闘
争
が
彼
ら
に
与
え
う
る
す
べ
て
を
す
で
に
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
も
は
や
彼
ら
に
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
彼
ら
が
獲
得
し
た
も
の
を
維
持
し
、
彼
ら
が
か
つ
て
取
っ
て
代
わ
っ
た
階
級
か
ら
多
分
略
奪
し

た
よ
う
に
、
別
の
階
級
が
彼
ら
自
身
を
略
奪
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
革
命
に
よ
っ
て
権

力
に
到
達
し
て
人
間
た
ち
が
、
彼
ら
自
身
が
示
し
た
事
例
を
別
の
人
間
た
ち
が
た
ど
ろ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
全
く
の
誠
心
誠
意
か
ら
憤
慨
す
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
態

に
あ
っ
て
は
、
感
傷
性
と
人
道
主
義
的
見
せ
か
け
に
陥
っ
て
い
る
人
間
た
ち
の
行
動
は
支
配
階
級
の
利
益

の
方
向
に
作
用
す
る
。
こ
れ
は
事
実
、
マ
ル
ク
ス
が
『
共
産
党
宣
言
』
を
起
草
し
て
い
た
と
き
に
起
き
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
降
場
面
は
変
わ
っ
た
。
人
道
主
義
的
諸
宣
言
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら

が
目
指
し
た
人
民
的
諸
階
級
の
う
え
に
は
何
の
効
果
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
全
く
予
期
し
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な
か
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
そ
の
反
対
者
た
ち
に
対
し
て
ま
だ
対

置
す
る
こ
と
の
で
き
た
抵
抗
力
を
弱
め
る
効
果
で
あ
っ
た
。
労
働
者
た
ち
は
日
を
追
っ
て
階
級
闘
争
の
原

理
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
を
階
級
闘
争
か
ら
逸
ら
せ
る
た
め
に
彼
ら
に
む
け
て
行
わ
れ
た
甘
っ

た
る
い
議
論
を
心
底
か
ら
軽
蔑
し
た
。
こ
の
餌
に
つ
ら
れ
た
の
は
凋
落
期
に
あ
る
多
数
の
エ
リ
ー
ト
構
成

員
の
み
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
頭
上
に
雷
雨
が
轟
い
て
い
る
の
に
、
自
ら
の
地
位
を
防
衛
す
る
能
力
を
ま
す

ま
す
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
１
）
１
７
８
９
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
先
立
つ
年
月
に
お
い
て
も
類
似
の

現
象
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。 

 

（
１
）G

..Le B
on 

はPsychologie du socialism
e p

・
４
６
１ 

で
、
こ
う
し
た
事
態
を
観
察
し
叙
述
し
て
い
る
。
「
社
会

主
義
を
か
く
も
脅
威
た
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
は
社
会
主
義
が
人
民
の
心
の
中
に
創
り
出
し
た
、
い
ま
だ
非
常
に
微
弱
な
変

化
で
は
な
く
、
社
会
主
義
が
支
配
階
級
の
心
の
中
に
惹
起
し
た
、
す
で
に
き
わ
め
て
大
き
な
変
容
で
あ
る
。
今
日
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
は
も
は
や
自
ら
の
権
利
に
自
信
を
も
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
ま
た
何
も
の
を
も
信
頼
せ
ず
、
何
も
の
を
も
防
御
で

き
な
い
。
彼
ら
は
、

も
哀
れ
む
べ
き
空
疎
な
雄
弁
家
を
前
に
し
て
、
言
い
な
り
に
な
り
、
恐
れ
お
の
の
く
。
」G

. Le B
on 

は
付
け
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
雄
弁
家
た
ち
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
胸
か
ら
す
べ
て
を
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
取

り
去
っ
た
、
と
。
「
強
靱
な
意
志
力
、
厳
し
い
訓
練
、
先
祖
伝
来
の
感
情
の
共
有
、
こ
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
接
着
剤
で

あ
り
、
こ
れ
ら
な
く
し
て
は
い
か
な
る
人
間
的
結
合
も
今
日
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
こ
う
し
た
能
力
を
も
た
な
い
。
」 

  
G

.

ソ
レ
ル
は
、
今
日
多
大
の
力
を
獲
得
し
て
い
る
甘
っ
た
る
く
優
し
げ
な
社
会
主
義
、
民
主
的
人
道
主

義
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
よ
り
も
さ
ら
に
強
力
に
闘
っ
た
。G

.

ソ
レ
ル
言
う
こ
と
の
う
ち
に
は
多
く
の
真

実
が
存
在
す
る
が
、
誇
張
も
多
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
の
戯
言
を
避
け
る
た
め
に
我
々
は
、
一
方
の
極
端

走
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ソ
レ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
。
「
こ
こ
何
年
も
の
あ
い
だ
、
我
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
激
し
い
平
和
運
動
に
立
ち
会
っ
て
き
て
い
る
。
文
学
的
教
養
を
も
っ
た
人
士
は
ほ
と
ん
ど
が
『
法

に
よ
る
平
和
』
（paix par le droit

）
の
支
持
者
た
る
こ
と
を
標
榜
す
る
。
こ
の
現
象
の
解
釈
は
容
易
で
は

な
い
。
・
・
・
も
し
ハ
ー
グ
条
約
の
調
印
者
た
る
こ
と
を
得
た
教
皇
が
、
彼
が
イ
タ
リ
ア
政
府
と
構
え
た

紛
争
に
つ
い
て
の
判
決
を
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
に
対
し
て
求
め
た
な
ら
ば
、
『
法
に
よ
る
平
和
』

の
唱
道
者
た
ち
は
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
・
・
・
他
方
、
『
法
に
よ
る
平
和
』
の
た
め
の
新
し
い
協

約
の
主
導
者
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
は
、
条
約
適
用
の
や
り
方
の
お
か
げ
で
、
あ
る
特
別
の
権
威
を
獲
得
し
た
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
の
ロ
シ
ア
の
振
る
舞
い
は
、
ロ
シ
ア
が
不
幸
な
西
欧
に
は
全
く
手
の
出
な
い
よ
う
な
法

に
つ
い
て
の
知
恵
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
・
・
・

後
に
、
ハ
ー
グ
条
約
が
承
認
さ
れ
る
や

否
や
、
大
国
は
１
６
世
紀
の
コ
ン
キ
ス
タ
ド
ー
ル
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
中
国
を
犠
牲
に

し
て
略
奪
に
耽
っ
た
。
こ
の
場
合
も
ま
た
ロ
シ
ア
は
法
の
ロ
シ
ア
的
理
解
つ
い
て
の
紛
れ
も
な
い
証
拠
を

提
供
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
た
ち
も
ま
た
こ
の
作
戦
に
お
い
て
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。
紛
争
を
解

決
す
る
た
め
に
仲
裁
裁
定
に
訴
え
る
こ
と
は
誰
も
考
え
な
か
っ
た
。
（
１
）
」 

  

（
１
）La ruine du m

onde antique.

― C
onception m

aterialiste de l'histoire, Paris, G
. Jacques et C

om
pgnie, p. 

２

０
９-

２
１
０
・ 

  

こ
こ
ま
で
はG

.

ソ
レ
ル
の
言
う
こ
と
に
は
真
実
が
あ
り
、
反
論
し
が
た
い
事
実
を
表
明
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
後
で
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
と
き
、
彼
は
行
き
過
ぎ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
（
１
）
、
平
和
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運
動
は
こ
の
国
を
襲
っ
て
い
る
連
続
的
な
知
的
退
廃
お
よ
び
市
民
観
念
の
消
滅
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い

る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
『
平
和
主
義
的
熱
狂
』
が
存
在
す
る
。
私
は
イ
タ
リ
ア
を
経
済
的
に
非
常
に
遅
れ
た

国
た
ら
し
め
る
原
因
の
一
つ
に
こ
れ
を
挙
げ
る
。
」
も
し
こ
れ
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
平
和
主
義
的

熱
狂
」
は
、
確
か
に
イ
タ
リ
ア
よ
り
も
経
済
的
に
遅
れ
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
、
な
お
一
層
強
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
我
々
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
比
較
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
知
的

退
廃
を
全
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

後
に
、
も
し
す
べ
て
の
国
際
紛
争
は
調
停
あ
る
い
は
他
の

平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
し
て

も
、
往
時
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
戦
争
の
原
因
で
あ
っ
た
紛
争
を
そ
う
し
た
方
法
で
解
決
す
る
こ

と
が
今
日
で
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
国
間
の
軍
事
紛
争
は
明
ら
か

に
減
少
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

  

（
１
）
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
戦
争
に
つ
い
てG

.

ソ
レ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
戦
争
は
多
く
の
点
で
ア
ン
シ
ャ
ン

・
レ
ジ
ー
ム
の
戦
争
を
思
い
出
さ
せ
る
（
注
釈
―
私
に
は
カ
フ
ィ
ー
ル
の
連
隊
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
て
い
る
ア
フ
リ
カ
の
我

々
の
部
隊
が
、
ボ
ー
ア
人
を
六
ヶ
月
で
根
絶
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
我
々
が

い
つ
も
通
り
の
戦
争
を
す
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
、
で
あ
る
が
）
。
」
富
裕
階
級
の
寡
頭
政
治
は
大
革
命
の
偉
大
な
闘
争

に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
諸
条
件
の
高
み
に
身
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
彼
ら
は
今
日
で
は
な
ら
ず
者
の
よ
う
に
戦
争

す
る
、
と
あ
る
老
年
の
亡
命
者
は
近
代
の
軍
隊
に
つ
い
て
語
る
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
（
没
落
期
の
）
ロ
ー
マ
人
の
よ
う

で
あ
る
。
あ
ま
り
に
豊
か
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
博
愛
的
で
あ
り
、
自
ら
を
防
衛
で
き
る
に
は
あ
ま
り
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し

て
の
義
務
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
」
彼
は
こ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
人
が
証
明
し
て
い
る
男
性
的
資
質
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

彼
ら
イ
ギ
リ
ス
人
は
敗
北
を
感
嘆
す
べ
き
冷
静
さ
で
耐
え
、
大
き
な
金
銭
的
犠
牲
を
甘
受
し
、
頑
強
不
屈
の
精
力
で
も
っ
て

戦
い
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ー
ト
は
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
エ
リ
ー
ト
の
平
均
よ
り
も
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

高
い
と
こ
ろ
に
い
る
。 

  

Ｇ
．
ソ
レ
ル
が
次
の
よ
う
に
言
う
の
は
正
当
で
あ
る
。
「
理
想
主
義
者
は
『
信
念
』
を
広
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
世
の
中
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
。
し
か
し
彼
ら
は
個
々
人
の
品
行
を
変
え
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
（
１
）
」
（p

・
２
７
３
）
我
ら
が
著
者
は
、
ロ
ー
マ
的
世
界
の
没
落
お
よ
び
第
一
次
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
不
幸
の
罪
を
大
部
分
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
に
帰
し
て
い
る
。
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
は
大
革
命

が
勃
発
し
た
と
き
、
『
分
離
』
と
『
分
解
』
の
仕
事
を
小
規
模
に
し
か
遂
行
で
き
な
か
っ
た
。
野
蛮
へ
の

回
帰
は
か
く
し
て
回
避
さ
れ
た
。
」
（p

・
２
７
５)

 

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
強
力
に
な
っ
て
以
来
、

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
は
彼
ら
に
お
も
ね
り
、
彼
ら
を
組
み
入
れ
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
（
２
）
聖
職
者
達

は
資
本
主
義
的
組
織
に
つ
い
て
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
昔
の
教
会
博
士
の
論
理
、
あ
る
い

は
１
８
世
紀
の
哲
学
者
の
論
理
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
論
理
で
も
っ
て
、
資
本
主
義
的
組
織
が
悪
徳
に

満
ち
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
彼
ら
の
分
離
の
仕
事
は
教
父
の
結
論
と
同
じ
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
か
つ
て
国
家
か
ら
教
会
へ
の
パ
ト
ロ
ン
権
の
移
転
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
教
会
へ
の

パ
ト
ロ
ン
権
の
移
転
が
行
わ
れ
て
い
る
。
・
・
・
新
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
者
達
は
聖
職
者
と
同
じ
よ
う
に

論
証
し
て
い
る
。
彼
ら
の
批
判
の
手
続
き
は
全
く
同
じ
よ
う
に
抽
象
的
で
あ
り
、
結
論
も
全
く
同
じ
よ
う

に
間
違
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
傾
向
は
聖
職
者
会
議
に
、
そ
れ
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
参
加
で
き
る
ほ
ど
に

教
会
的
で
あ
る
。
」
（p

・
２
７
７
）
「
理
想
主
義
者
の
革
命
は
さ
ら
に
も
う
一
度
、
軍
事
力
の
大
規
模
な

破
壊
に
表
れ
て
い
る
。
・
・
・
幸
い
に
も
労
働
者
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
教
え
を
忘
れ
ず
、
「
教

会
社
会
主
義
」
に
し
ろ
「
国
家
社
会
主
義
」
に
し
ろ
、
容
易
く
は
そ
れ
ら
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
ま
ま
に
は

249



                                                                                                      

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（p

・
２
７
８)

 

 
 

 

（
１
）G

.
ソ
レ
ル
は
別
の
箇
所
、p

・
２
０
３ 

で
、
聖
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ソ
ス
ト
ム
の
宣
教
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
次
の
よ

う
に
言
う
。
「
私
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
こ
う
し
た
護
民
官
的
雄
弁
の
無
効
性
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
が

耐
え
難
い
と
形
容
す
る
あ
る
種
の
近
代
喜
劇
と
同
じ
効
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
・
・
・
（p

・
２
０
４)

 

経
験
が
証
明

し
た
と
こ
ろ
で
は
、
風
刺
的
雄
弁
は
『
辛
辣
な
喜
劇
』
と
同
様
に
な
ん
び
と
を
も
矯
正
し
な
い
の
で
あ
る
。
」 

 

そ
の
代
わ
り
に
、
こ
う
し
た
「
道
徳
的
作
品
」
の
多
く
は
死
ぬ
ほ
ど
の
退
屈
を
分
泌
す
る
。
し
か
し
わ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
は
そ
う
し
た
作
品
を
称
賛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
浮
気
な
女
が
年
を
と
っ
て
か
ら
、
波
乱

に
富
ん
だ
若
い
時
代
の
逸
脱
を
凝
り
固
ま
っ
た
信
心
に
よ
っ
て
贖
お
う
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
」
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
あ
る
喜
劇
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ギ
ュ
氏
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
軽
喜
劇
、
も
の
悲
し
い
メ
ロ
ド
ラ
マ
、
『
社
会
』
に
抗
議
す
る
美
文
調
、
こ
れ
ら
の
確
か
な
効
果
・
・
・
評

判
を
得
る
た
め
の
す
べ
て
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
・
・
・
結
局
の
と
こ
ろ
・
・
・
氏
は
そ
れ
以
降
、
劇
場
を
世
俗
の
教
会
、

喜
劇
を
説
教
と
考
え
、
ま
ず
第
一
に
あ
ま
り
人
を
楽
し
ま
せ
な
く
と
も
よ
い
権
利
、
次
に
あ
り
ふ
れ
た
決
ま
り
文
句
の
提
供

者
た
る
権
利
、
・
・
・
を
獲
得
し
た
。
彼
は
道
徳
と
憐
憫
の
弁
護
士
で
あ
る
。
彼
は
世
俗
の
説
教
師
で
あ
る
。
彼
は
道
徳
と

教
育
学
の
教
授
で
あ
り
、
同
時
に
新
聞
の
連
続
小
説
の
作
者
で
も
あ
ろ
う
と
欲
す
る
。
」 

（
２
）Loc. cit., p

・
２
３
８
・ 

「
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
的
職
務
に
不
向
き
な
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
が
社
会

主
義
者
た
り
得
る
理
由
を
こ
れ
ま
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
・
・
・
」
し
か
し
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
社

会
主
義
的
指
導
者
達
は
労
働
者
で
は
な
い
。
彼
ら
の
生
存
を
剰
余
価
値
お
よ
び
剰
余
労
働
に
よ
っ
て
可
能
な
ら
し
め
て
い
る

の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
の
幾
人
か
は
非
常
に
裕
福
で
さ
え
あ
り
、
贅
沢
に
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
の
十
本
の

指
で
物
の
役
に
立
つ
仕
事
を
す
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
か
ら
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の

は
宗
教
的
信
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
し
か
し
社
会
主
義
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
大
多
数
の
宗
教
に
も
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｇ
．
ソ
レ
ル
は
こ
う
し
た
労
働
者
も
ま
た
、
他
の
も
の
と
違
っ
て
は
い
る
が
同
じ
性
質
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
よ
う
と
し
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
宗
教
は
他
の
宗
教
と
異
な
る
性
質
の
も
の

で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
（
第
九
章
の
二
）
、
人
道
主
義
的
感
情
は
あ
る
程
度
ま
で
人
間
社
会
の

保
持
と
進
歩
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
要
素
で
あ
る
。
問
題
は
量
で
あ
っ
て
、
質
で
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
感
情
に
つ
い
て
は
単
純
に
「
宗
教
」
と
「
迷
信
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
た
と
同
じ
問
題

が
立
て
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
量
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的
異
質
性
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
１
） 

  

（
１
）
現
在
ド
イ
ツ
の
強
さ
の
原
因
の
一
つ
は
多
分
、
ド
イ
ツ
の
政
府
高
官
が
国
民
の
う
ち
に
高
度
の
理
想
主
義
を
保
持

し
た
ま
ま
「
現
実
政
治
」
（R

ealpolitik
)

を
行
い
得
た
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
第
二
帝
政
崩
壊
の
原
因
の
一
つ
は
多
分
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
元
首
が
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
り
人
道
主
義
者
で
も
あ
っ
た
こ

と
に
あ
っ
た
。

近
の
歴
史
研
究
は
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
方
向
に
結
論
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

  

な
お
さ
ら
に
、
た
と
え
人
道
主
義
的
感
情
の
効
用
に
異
を
唱
え
よ
う
と
し
て
も
、
一
定
程
度
は
、
ま
た

多
少
と
も
広
い
範
囲
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
人
道
主
義
的
感
情
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
文
明
化
さ
れ
た
人
間
の
統
合
的
性
格
の
一
部
を
な
す
こ
と

も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
感
情
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
す
べ
て
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の
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
は
全
く
宗
教
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
単
純

な
科
学
的
概
念
で
も
っ
て
宗
教
に
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
ず
る
人
々
の
誤
謬
に
全
的
に
陥
る
こ

と
を
意
味
す
る
。 

 

才
能
の
あ
る
人
間
と
は
、
高
い
山
の
頂
上
に
位
置
し
て
、
太
陽
が
平
原
を
照
ら
す
前
に
太
陽
が
輝
い
て

い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
で
あ
る
、
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
我
々
が
別

の
兆
候
、
た
と
え
ば
我
々
が
現
在
見
て
い
る
人
道
主
義
的
感
情
の
際
だ
っ
た
増
大
の
兆
候
（
１
）
に
対
し

て
、G

.

ソ
レ
ル
の
よ
う
な
人
々
は
我
々
の
現
在
の
位
置
と
は
逆
の
極
端
に
走
る
と
い
う
事
実
を
重
ね
合
わ

せ
る
な
ら
ば
、
あ
る
反
作
用
が
近
づ
い
て
い
る
と
信
じ
た
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
在
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
退
化
し
た
エ
リ
ー
ト
が
別
の
よ
り
男
性
的
で
健
全
な
エ
リ
ー
ト
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
る
以
前
に
、
反
作
用
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
く
は
な
い
に
し
て
も
難
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
我
々
が
目
撃
し
て
い
る
人
道
主
義
的
感
情
の
開
花
は
、
現
在
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
退
廃
的
老

衰
と
病
的
虚
弱
の
一
結
果
に
す
ぎ
な
い
。 

  

（
１
）
経
済
的
危
機
の
場
合
に
は
、
価
格
高
騰
の
終
焉
の
時
期
は
、
過
剰
な
価
格
高
騰
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
る
。 

  

階
級
闘
争
は
、
我
々
が
触
れ
て
い
る
他
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諸
命
題
と
同
じ
く
、
通
俗
的
解
釈
の
主
題

で
も
あ
り
、
学
者
的
解
釈
の
主
題
で
も
あ
る
。
通
俗
的
解
釈
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
す
べ
て
を
単
純

化
す
る
。
存
在
す
る
の
は
二
つ
の
階
級
、
す
な
わ
ち
資
本
家
階
級
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
だ
け
で
あ
る
。

（
１
）
階
級
闘
争
は
、
後
者
が
前
者
を
破
壊
す
る
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
破
壊
を
徹
底

的
に
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
暴
力
革
命
ま
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
資
本
家
た
ち
に
害
を
与
え
う
る
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
捕
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
取
引
も
許
さ
れ
な
い
。
社
会
主
義
者
た
る
も
の
は
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
」
政
府
に
参
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
理
由
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
市
政
に
参
加
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
（
２
）
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
の
は

一
般
的
な
用
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
資
本
家
」
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
闘
争
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に

対
す
る
「
資
本
家
」
の
闘
争
も
全
く
同
じ
よ
う
に
意
味
し
う
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。 

 

（
１
）
資
本
家
の
階
級
は
し
か
し
さ
ら
に
二
つ
の
階
級
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。M

arx, Le C
apital, 

Ⅳ, p

・
４
９

３ 

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
労
働
力
以
外
に
何
も
持
た
ず
賃
金
の
み
が
収
入
で
あ
る
賃
金
労
働
者
、
資
本
を
所
有
し
利

潤
を
手
に
入
れ
る
資
本
家
、
土
地
を
所
有
し
地
代
を
取
る
土
地
所
有
者
、
こ
れ
ら
が
資
本
主
義
的
生
産
に
基
づ
く
近
代
社
会

の
三
大
階
級
を
な
す
。
こ
の
再
区
分
が

も
広
範
に
、
ま
た

も
截
然
と
展
開
し
て
い
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
こ
と
は
議

論
の
余
地
が
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
の
再
区
分
は
ま
だ
そ
の

も
純
粋
な
形
で
は
存
在
せ
ず
、

過
渡
的
諸
相
が
至
る
と
こ
ろ
で
区
画
線
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
田
舎
で
は
都
市
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
そ
の

度
合
い
が
小
さ
い
が
。
し
か
し
こ
の
事
実
は
我
々
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。 

（
２
）
イ
タ
リ
ア
で
は
聖
職
者
は
市
会
に
入
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
下
院
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

  

通
俗
的
解
釈
に
対
し
て
一
つ
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
価
値
は
無
に
等
し
い
。
そ
の
反
論
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
が
ど
こ
で
終
わ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
お
よ
び
資
本
家
の
階
級
が
ど
こ
で
始
ま
る
か
を
我

々
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。
通
俗
的
言
語
は
量
的
差
異
に
換
え
て
質
的
差
異

を
置
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
商
品
が
ど
の
点
で
安
値
た
る
こ
と
を
止
め
ど
の
点
で
高
値

と
な
る
か
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
や
す
い
商
品
と
高
い
商
品
が
存
在
し
な
い
と
い
う
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こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
感
ぜ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
段
階
を
経
て
あ
る
等
級
か
ら
別
の
等
級
へ
移
行
す
る
か
ら

と
い
っ
て
、
等
級
の
存
在
が
現
実
的
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
が
老
熟
の
年
齢
に
入
る
厳
密

な
瞬
間
を
正
確
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
は
も
は
や
青
年
と
老
人
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
通
俗
的
解
釈
に
対
し
て
と
同
様
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
一
般
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う

に
向
け
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
反
論
も
、
先
の
反
論
と
同
様
、
ほ
と
ん
ど
価
値
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
我
々

の
感
情
の
あ
る
も
の
を
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
し
て
、
断
固
反
対
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
く
し
て
我

々
の
感
情
が
経
験
と
論
理
の
代
わ
り
に
真
理
の
基
準
と
な
る
。
こ
れ
が
誠
に
禍
々
し
い
基
準
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
事
物
の
存
在
・
非
存
在
の
問
題
は
、
こ
の
事
物
が
我
々
の
感
情
に
及
ぼ
す
印
象

か
ら
は
絶
対
的
に
独
立
し
て
い
る
。
あ
る
人
物
が
結
核
で
あ
る
か
否
か
。
こ
れ
は
細
菌
学
的
検
査
が
解
決

し
う
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の
検
査
は
、
こ
の
人
物
が
健
康
で
あ
る
こ
と
を
き
わ
め
て
強
烈
に
望
ま
せ
る
感

情
と
は
、
絶
対
的
に
無
関
係
で
あ
る
。
人
間
の
願
望
が
事
実
に
対
し
て
作
用
す
る
と
人
々
が
想
定
す
る
の

は
、
社
会
の
幼
年
期
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
医
者
が
あ
る
人
物
の
痰
の
な
か
に
結
核
菌
を
発
見
し
た
と

あ
な
た
に
告
げ
に
き
た
と
き
、
あ
な
た
は
彼
に
向
か
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
自
分
は
望
む
か

ら
、
ま
た
医
者
の
検
査
結
果
は
「
残
酷
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
は
ず
だ
、
と
分
別

を
も
っ
て
言
い
返
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
好
き
な
だ
け
、
生
存
闘
争
の
必
然
性
に
つ
い
て
嘆
く
こ

と
が
で
き
る
し
、
こ
の
闘
争
が
消
滅
す
る
こ
と
を
可
能
な
限
り
強
く
望
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と

は
、
生
存
闘
争
が
存
在
す
る
か
否
か
を
知
る
問
題
、
生
存
闘
争
が
人
種
の
改
善
と
企
業
そ
の
他
の
社
会
有

機
体
の
選
択
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
否
か
を
知
る
問
題
、
に
は

も
遠
回
り
の
影
響
さ
え
及
ぼ
さ
な
い
。 

学
問
的
解
釈
は
、
た
だ
二
つ
の
階
級
で
は
な
く
多
数
の
階
級
が
存
在
す
る
こ
と
、
た
だ
一
つ
の
形
態
の
階

級
闘
争
、
す
な
わ
ち
直
接
的
破
壊
で
は
な
く
、
無
数
の
階
級
闘
争
の
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
、
（
１
）
そ

し
て
こ
う
し
た
様
々
に
異
な
る
形
態
は
人
類
の
繁
栄
の
観
点
か
ら
見
て
、
異
な
る
価
値
を
も
つ
こ
と
、
を

認
識
し
て
い
る
。 

 

（
１
）
す
で
に
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
少
な
く
と
も
二
種
類
の
競
争
、
闘
争
の
形
態
ー
ー
、
一
方
は
称
賛
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、

他
方
は
非
難
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ー
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
彼
が
陶
工
は
陶
工
を
羨
み
、
職
人
は
職
人
を

羨
む
、
等
と
指
摘
す
る
と
き
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
称
賛
す
べ
き
闘
争
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。O

p. et di., 

２５-

２６． 

（
ギ
リ
シ
ャ
語
２
行
） 

 

ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
は
生
物
間
に
い
か
に
多
様
な
闘
争
が
存
在
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。 

  

こ
の
よ
う
な
闘
争
の
多
様
な
種
類
は
、
競
争
の
様
式
で
あ
り
、
競
争
は
個
々
人
に
つ
い
て
も
社
会
的
諸

有
機
体
に
つ
い
て
も
、
人
の
知
る
と
こ
ろ
の

も
強
力
な
選
択
手
段
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

か
つ
て
好
戦
的
な
競
争
は
多
少
と
も
不
完
全
な
多
数
の
政
治
的
有
機
体
を
破
壊
し
た
。
今
日
で
は
こ
の
好

戦
的
な
競
争
は
文
明
諸
国
民
の
あ
い
だ
で
は
そ
の
力
の
多
く
を
失
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
文
明
国
民
と
非

文
明
国
民
と
の
あ
い
だ
で
は
行
わ
れ
て
い
る
。
経
済
的
競
争
の
効
果
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
し
人
類

が
経
済
的
競
争
を
廃
止
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
換
え
て
何
か
別
の
選
択
手
段
を
置
く
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
し
な
い
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
経
済
組
織
の
急
速
な
凋
落
に
見
舞
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

国
家
社
会
主
義
あ
る
い
は
自
治
体
社
会
主
義
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
議
論
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
国

家
あ
る
い
は
自
治
体
も
私
企
業
と
同
じ
よ
う
に
産
業
的
企
業
を
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
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大
い
に
主
張
さ
れ
る
。
他
方
で
は
国
家
あ
る
い
は
自
治
体
は
私
企
業
よ
り
も
経
営
が
拙
劣
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
さ
ら
に
考
慮
す
べ
き
も
う
一
つ
別
の
問
題
が
あ
る
。
集
団
企
業
も
私
企
業
と
同
じ

よ
う
に
上
手
く
経
営
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
よ
う
。
し
か
し
集
団
企
業
は

後
に
は
私
企
業
に
劣

る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
集
団
企
業
は
、
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
私
企
業
に
は
作
用
す
る
と
こ
ろ
の

淘
汰
選
択
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
単
な
る
事
実
の
ゆ
え
で
あ
る
。
出
発
点
は
同
じ
で
あ
る
が
到
達
点
は
異

な
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
治
体
社
会
主
義
の
効
果
に
つ
い
て
十
全
に
判
断
す
る
に
は
時
期
尚
早
で
あ

る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
自
治
体
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
十
分
に
時
間
を
か
け
て
結
果
を
見
る
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

良
好
な
操
業
状
態
に
あ
る
企
業
の
割
合
が
、
集
団
経
営
の
場
合
と
私
的
経
営
の
場
合
と
で
同
じ
で
あ
る
、

た
と
え
ば
２
０
％
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
一
定
期
間
の

終
時
点
で
は
集
団
経
営
に
対
す
る
選
択
作
用

は
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
微
弱
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
、
良
好
企
業
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
変

化
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
選
択
淘
汰
が
良
好
企
業
を
存

続
さ
せ
不
良
企
業
の
一
部
を
滅
び
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
出
発
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、

終
時
点
で

は
、
集
団
経
営
に
お
け
る
良
好
企
業
の
割
合
は
依
然
と
し
て
２
０
％
を
占
め
、
他
方
、
競
争
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
良
好
企
業
の
割
合
は
た
と
え
ば
３
０
％
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

具
体
的
な
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
ス
イ
ス
で
は
郵
便
事
業
は
卓
越
し
て
お
り
、
国
民
は
他
国
で
は
得
ら

れ
な
い
利
益
を
享
受
し
て
い
る
。
（
１
） 

結
果
と
し
て
郵
便
予
算
は
黒
字
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
電
信

お
よ
び
電
話
事
業
は
多
分
他
の
国
々
に
お
け
る
よ
り
も
悪
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
完
璧
に
は

ほ
ど
遠
い
。
結
果
と
し
て
こ
の
事
業
の
予
算
は
赤
字
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
（
２
） 

こ
の
事
態
は
何
年

も
の
あ
い
だ
続
い
て
き
て
お
り
、
さ
ら
に
続
く
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
も
し
電
信
事
業
が
一
私
企
業
に

よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
赤
字
が
蓄
積
し
て
つ
い
に
は
こ
の
企
業
を
破
産
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
企
業
は
消
滅
し
別
の
企
業
に
席
を
譲
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
多
分

後
に
は
、

利
益
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
郵
便
事
業
に
つ
い
て
あ
れ
ほ
ど
好
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
理
を
適
用
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
何
千
も
の
や
り
方
で
国
民
を
悩
ま
せ
る
代
わ
り
に
国
民
を
満
足
さ
せ
る
よ

う
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
（
３
）
、
顧
客
を
惹
き
つ
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
顧
客
に
嫌
な
思
い
を
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
経
営
体
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
必
要
は
優
れ
た
助
言
者

で
あ
り
、
し
ば
し
ば
、
我
々
が
不
可
能
だ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
が
逆
に
完
全
に
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
を

発
見
さ
せ
て
く
れ
る
。 

 

（
１
）
１
０
サ
ン
チ
ー
ム
の
切
手
を
貼
ら
れ
た
封
筒
の
制
限
重
量
は
２
５
０
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
も
う
一
度
言
う
、
２
５
０
グ

ラ
ム
で
あ
る
。
集
配
は
頻
繁
で
あ
る
。
職
員
は
礼
儀
正
し
く
、
顧
客
を
親
切
に
処
遇
す
る
。
こ
れ
は
他
の
国
々
た
と
え
ば
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
小
包
事
業
は
驚
嘆
す
べ
き
水
準
に
あ
る
。
５
０
０
グ
ラ
ム
ま
で

は
僅
か
１
５
サ
ン
チ
ー
ム
で
あ
る
。
５
０
０
グ
ラ
ム
か
ら
２
、
５
ｋ
ｇ
ま
で
は
２
５
サ
ン
チ
ー
ム
で
あ
る
。

大
重
量
は
２

０
ｋ
ｇ
で
、
１
５
ｋ
ｇ
か
ら
２
０
ｋ
ｇ
は
１
フ
ラ
ン
５
０
サ
ン
チ
ー
ム
で
あ
る
。
発
送
は
煩
わ
し
い
手
続
き
な
し
に
行
わ
れ

る
。
配
達
の
速
さ
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
一
つ
の
町
か
ら
別
の
町
へ
移
動
す
る
際
に
小
さ
な
包
み
を
郵
便
で 

 
 

 
              

送
れ
ば
、
あ
な
た
は
ホ
テ
ル
に
着
い
た
と
き
に
は
そ
の
包
み
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
郵
便
為
替
と
取
り
立
て

業
務
は
申
し
分
が
な
い
。 

（
２
） 

                                              

年
次 

      

対
象                          

１
８
９
９           

１
９
０
０ 
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郵
便                             

フ
ラ
ン              

フ
ラ
ン 

      

収
入
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
３
９
７
７
３
１
０       

３
６
１
３
０
８
１
４ 

     

支
出
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
１
１
８
８
８
７
１       

３
３
４
３
０
４
６
８ 

 
 

利
益 

                         

２
７
８
８
４
３
９         

２
７
０
０
３
５
４ 

       

電
信 

       

収
入
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８
０
７
０
９
９
２        

９
２
６
１
４
３
９ 

      

支
出
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９
２
３
０
４
９
７       

１
０
１
５
９
１
５
７ 

      

損
失
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
１
５
８
３
９
８           

８
９
７
７
１
８ 

 

（
３
）
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
貿
易
商
た
ち
は
彼
ら
が
受
け
取
る
至
急
便
が
読
め
な
い
よ
う
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
不
満

を
も
っ
て
い
る
。
夜
間
の
配
達
等
に
つ
い
て
は
各
種
の
追
加
料
金
が
あ
る
。
小
さ
な
地
方
で
は
、
電
信
や
電
話
は
し
ば
し
ば

役
に
立
た
な
い
。
局
が
、
必
要
な
と
き
に
開
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
場
合
に
は
手
紙
の
ほ
う
が
至
急
電
報

よ
り
も
敏
速
な
手
段
で
あ
る
。 

 

１
９
０
０
年
の
国
家
会
計
に
つ
い
て
の
『
連
邦
会
議
報
告
書
』
は
正
当
に
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
電
信
行
政
当

局
の
主
た
る
収
入
、
す
な
わ
ち
「
１
．
電
報
業
務
の
利
益
、
２
．
電
話
の
使
用
契
約
料
金
、
３
．
通
話
料
金
、
は
大
部
分
予

想
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
」
こ
れ
ら
の
収
入
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
通
信
手
段
の
よ
り
広
範
な
利
用
を

国
民
に
奨
励
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

  

経
済
的
有
機
体
に
と
っ
て
競
争
が
選
択
の
た
め
の
唯
一
の
様
式
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
は
な
に

も
な
い
。
別
の
選
択
様
式
が
見
出
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
な
ん
ら
か
の
選
択
様
式
な
し
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
生
産
の
集
団
的
組
織
の
成
功
は

部
分
的
に
は
、
似
た
よ
う
な
選
択
様
式
の
発
見
が
あ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
現
在
、
生
産
の
集
団

的
組
織
に

大
の
害
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
政
治
家
に
よ
る
管
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
政

治
家
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
集
団
企
業
の
う
ち
に
自
分
の
支
持
者
の
就
職
口
の
み
を
見
出

す
よ
う
に
な
り
、
か
く
し
て
国
民
を
犠
牲
に
し
て
支
持
者
の
熱
心
に
報
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
に
は

ほ
と
ん
ど
公
言
で
き
な
い
よ
う
な
仕
事
、
た
と
え
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
を
組
織
す
る
と
い
っ
た
仕
事
も
こ
の
よ

う
に
し
て
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
選
択
は
い
ま
だ
作
用
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
集
団
企
業
の
可
能
な

限
り
良
好
な
操
業
を
保
障
す
る
よ
う
な
方
向
と
は
全
く
逆
の
方
向
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。 

 

「
生
存
闘
争
」
は
個
々
人
の
あ
い
だ
で
の
み
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
人
の
様
々
な
集
団
間
に
お

い
て
も
存
在
し
、
各
集
団
が
自
ら
の
利
益
の
用
語
の
た
め
に
頼
り
う
る
の
は
自
ら
の
力
の
み
で
あ
る
。
こ

の
点
こ
そ
が
、
労
働
者
の
「
解
放
」
は
労
働
者
自
身
の
事
業
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
主
張
に
お
け
る

真
実
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
無
視
さ
れ
て
は
い
る
が
立
て
ら
れ
た
原
理
の
論
理
的
帰
結
で
も
あ

る
、
別
の
問
題
側
面
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
利
益
の
擁
護
も
こ
の
同
じ
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
事
業
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
闘
争
し
て
い
る
集
団
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
同
じ
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

解
く
べ
き
問
題
は
、
単
に
階
級
闘
争
が
存
在
す
る
か
否
か
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
を
こ
の
よ
う
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に
立
て
れ
ば
、
問
題
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
り
、
階
級
闘
争
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
に
は
歴
史
を
一
瞥

す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
は
る
か
に
複
雑
で
難
し
い
別
の
一
門
題
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
階
級
闘
争
に

お
い
て
採
用
さ
れ
る
手
段
に
関
わ
り
、
ま
た
そ
の
手
段
と
社
会
の
繁
栄
と
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

一
つ
の
進
化
が
成
就
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
間
、
社
会
階
級
間
、
国
民
間
の
生

存
闘
争
の
諸
条
件
を
大
き
く
変
え
た
の
で
あ
る
。
直
接
的
な
暴
力
は
ま
す
ま
す
地
歩
を
失
い
、
別
の
諸
手

段
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
（
１
） 

現
在
の
文
明
諸
国
民
に
注
意
を
向
け
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、

個
々
人
間
に
つ
い
て
は
こ
の
代
置
は
完
全
で
あ
り
、
階
級
間
に
つ
い
て
は
そ
の
完
全
度
が
劣
り
、
国
民
間

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
完
全
度
が
劣
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
暴
力
の
直
接
的
採
用
は
集
団

構
成
員
が
多
数
に
な
る
の
に
比
例
し
て
ま
す
ま
す
例
外
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

（
１
）
同
様
に
、
間
接
的
強
奪
が
直
接
的
強
奪
に
取
っ
て
代
わ
る
傾
向
に
あ
る
。
第
二
章
参
照
。 

  

文
明
諸
国
民
に
お
い
て
は
す
べ
て
人
々
は
、
単
独
の
個
人
が
暴
力
に
訴
え
る
の
を
阻
止
す
る
、
あ
る
い

は
阻
止
し
よ
う
と
試
み
る
が
、
し
か
し
暴
力
が
容
認
さ
れ
て
い
た
時
代
、
ま
た
自
己
の
権
利
を
「
実
現
す

る
」
た
め
に
さ
え
自
分
自
身
の
力
以
外
に
は
頼
る
も
の
の
な
か
っ
た
時
代
、
は
あ
ま
り
遠
い
昔
の
こ
と
で

は
な
い
。
暴
力
は
現
在
で
も
、
そ
れ
が
十
分
に
多
数
の
集
団
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
単
独
の
個

人
に
由
来
す
る
場
合
よ
り
も
寛
大
な
目
で
見
ら
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
政
府
は
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
対
し

て
、
力
の
行
使
が
彼
ら
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
と
っ
て
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
。
当
局
は

彼
ら
を
裁
判
所
に
召
喚
し
な
い
。
も
し
た
ま
た
ま
召
喚
さ
れ
た
場
合
で
も
、
彼
ら
は
執
行
猶
予
付
き
で
有

罪
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

後
に
、
も
し
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
の
う
ち
の
誰
か
一
人
が
執
行
猶
予
の
恩
恵
に
浴

さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
少
な
く
と
も
可
能
な
限
り
早
期
に
恩
赦
を
与
え
ら
れ
る
。
も
し
憲
兵
が
ス

ト
ラ
イ
カ
ー
に
殺
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
負
傷
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
非
難
さ
れ
る
の
は
憲
兵
の
方
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
九
〇
〇
年
に
モ
ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ヌ
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
も
う
こ

の
法
理
論
が
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
会
主
義
者
の
憤
激
を

高
度
に
ま

で
高
め
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
さ
ら
に
暴
力
と
、
ど
の
分
野
で
あ
れ
法
律
違
反
を
処
罰
す
る
法
律
が
適

用
さ
れ
て
い
る
。
（
１
） 

  

（
１
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
１
９
０
１
年
に
発
行
さ
れ
た
あ
る
小
さ
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
き
わ
め
て
教
訓
的
で
あ
る
。
そ

の
タ
イ
ト
ル
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
け
る
ピ
ケ
、
強
制
お
よ
び
脅
迫
に
関
連
す
る
労
働
者
の
法
的
責
任

に
関
す
る
法
律
、
告
訴
し
告
訴
さ
れ
る
権
利
お
よ
び
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
彼
ら
の
基
金
に
お
け
る
負
担
ー
ー
雇
用
者
諮
問
委

員
会
刊
」
。 

 

判
例
に
よ
っ
て

近
確
定
さ
れ
た
要
点
は
「
強
制
と
脅
迫
」
で
あ
る
。
ア
レ
ン
対
フ
ラ
ッ
ド
お
よ
び
ク
イ
ン
対
リ
ー
サ
ム

の
裁
判
に
お
け
る
判
決
に
よ
れ
ば
、
権
利
な
し
に
、
ま
た
悪
意
（
不
法
と
悪
意 

unlaw
ful and m

alicious intent

）
を
も
っ

て
行
わ
れ
た
次
の
行
為
は
不
法
で
あ
る
。 a) 

労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
あ
る
い
は
経
営
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
（
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
）

を
惹
起
す
る
こ
と
、
ｂ
）
顧
客
が
商
人
な
い
し
は
職
人
と
の
取
引
を
や
め
る
よ
う
に
誘
導
す
る
こ
と
、c) 

商
人
な
い
し
は

職
人
を
そ
れ
に
よ
っ
て
脅
す
こ
と
。
こ
の
種
の
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
も
の
は
犯
罪
的
協
約
（conspiracy

)

の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
の
人
物
か
ら
損
害
賠
償
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
引
し
て
は
な
ら
な
い
経
営
者
の
リ
ス
ト
あ

る
い
は
採
用
し
て
は
な
ら
な
い
労
働
者
の
リ
ス
ト
（black list) 

を
回
す
こ
と
も
違
法
で
あ
る
。
「
ピ
ケ
」
（
あ
る
人
物
を

尾
行
な
い
し
は
監
視
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
策
動
）
。
ラ
イ
ア
ン
ズ
対
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
の
裁
判
に
お
け
る
判
決
は
ピ
ケ
が

許
さ
れ
る
回
数
を
制
限
し
、
ピ
ケ
が
唯
一
「
情
報
を
獲
得
し
交
換
す
る
た
め
に
」
の
み
許
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
法
律
の
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表
現
を
文
字
通
り
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
タ
フ
・
ヴ
ェ
イ
ル
鉄
道
会
社 

対 

鉄
道
従
業
員
合

同
協
会
の
裁
判
に
お
け
る
判
決
は
、
組
合
は
た
と
え
合
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
が
被
っ
た
損
害
の
た
め
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
他
者
に
も
た
ら
し
た
損
害
の
た
め
に
、
告
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
あ
る
い
は
告
訴
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
う
る
こ
と
を
決
定
し
た
。 

  

社
会
主
義
者
、
現
代
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
者
、
倫
理
主
義
者
た
ち
が
優
勢
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る

原
理
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
場
合
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
「
共
和
国
防
衛
」
大
臣
に
よ
っ
て
適
用

さ
れ
た
原
理
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
は
権
利
は
持
つ
が
、
義
務
は
持
た
な
い
、

と
い
う
原
理
で
あ
る
。
労
働
者
は
そ
の
都
合
に
よ
っ
て
、
経
営
者
と
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
た
契
約
を
ど
ん

な
も
の
で
あ
れ
破
る
こ
と
が
で
き
、
他
方
、
経
営
者
は
契
約
を
忠
実
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

り
わ
け
労
働
者
は
、
僅
か
の
間
に
仕
事
を
放
棄
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
労
働
契
約
を
破
棄
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
経
営
者
に
は
そ
れ
を
ま
ね
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
慣
習
あ
る
い
は
効
力

あ
る
契
約
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
猶
予
期
間
を
守
ら
ず
に
は
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

労
働
者
は

小
の
責
任
も
負
わ
ず
に
、
欲
す
る
こ
と
な
ら
な
ん
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ

の
後
で
は
公
権
力
は
、
経
営
者
た
ち
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
連
し
て
い
か
な
る
労
働
者
も
解
雇
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
積
極
的
に
努
力
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
対
し
て
我
々
は
決
し
て

力
を
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
他
方
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
は
い
か
な
る
暴
力
に
も
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

治
安
維
持
力
は
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
を
「
興
奮
さ
せ
る
」
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
彼
ら
の
前
に
姿
を
現
す
こ
と

さ
え
許
さ
れ
な
い
。
（
１
） 

ス
ト
ラ
イ
カ
ー
の
暴
力
行
為
は
常
に
、

小
限
に
見
て
も
、
無
理
か
ら
ぬ

も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
が
「
興
奮
さ
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
働
く
こ
と

を
欲
す
る
ー
ー
こ
れ
は
裏
切
り
行
為
で
あ
る
ー
別
の
労
働
者
た
ち
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
な
る
義

憤
が
彼
ら
を
捉
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
こ
の
正
当
な
る
義
憤
が
、
労
働
者
の
「
正
当

な
る
要
求
」
に
対
し
て

小
の
遅
滞
な
く
速
や
か
に
応
じ
な
い
経
営
者
の
「
頑
迷
」
の
結
果
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
。 

  

（
１
）
あ
る
有
名
な
雑
誌
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
「
姿
を
隠
す
」
マ
ル
セ

ー
ユ
の
軍
隊
を
描
い
て
い
る
。 

  

ス
ト
ラ
イ
カ
ー
は
そ
の
身
体
は
神
聖
不
可
侵
で
あ
る
絶
対
的
存
在
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
。
我
々
は
親

切
な
言
葉
に
よ
っ
て
彼
ら
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
彼
ら
に
対
す
る
力
の
行
使
は
涜

聖
不
敬
と
し
て
絶
対
的
に
禁
ぜ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
暴
力
が
防
止
さ
れ
う
る
の
は
力
に
よ
っ
て
の

み
で
あ
り
、
こ
の
力
の
行
使
の
放
棄
は
暴
力
に
対
し
て
全
面
的
に
自
由
な
舞
台
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
ら
に
衝
動
的
人
間
や
変
質
者
に
一
種
の
奨
励
金
を
与
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
文

明
全
体
を
担
う
選
択
の
働
き
に
障
害
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
文
明
的
人
間
と
野
蛮
人
と
を
区
別
す
る
も
の

は
ま
さ
に
自
己
自
身
に
対
す
る
支
配
、
自
制
心
で
あ
る
。
太
古
以
来
の
選
択
は
我
々
の
社
会
か
ら
あ
ま
り

に
衝
動
的
な
人
間
を
取
り
除
い
て
き
た
。
ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄
た
ち
は
ま
だ
あ
る
程
度
衝
動
的
で
あ
っ
て
、

そ
の
度
合
い
が
大
い
に
弱
め
ら
れ
た
の
は
そ
の
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

詩
人
は
英
雄
た
ち
を
ト
ロ
イ
人
た
ち
よ
り
も
衝
動
的
で
な
い
も
の
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
後
代
に
な
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
市
民
の

高
の
特
性
と
み
な
さ
れ
る
の
は
自
己
自
身
に
対
す
る
支
配
、
自

制
心
と
な
る
。
文
明
国
に
生
き
る
た
め
に
は
、
名
誉
に
も
ス
ト
ラ
イ
キ
を
や
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
憲
兵
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と
出
会
う
こ
と
に
慣
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
赤
い
布
地
を
見
て
牡
牛
に
襲
い
か
か
る
よ
う
な
度
は
ず
れ

た
感
情
に
動
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
罰
則
が
な
い
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
民
衆
を
こ
の

よ
う
な
反
社
会
的
情
熱
に
身
を
委
ね
る
よ
う
唆
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
民
衆
に
対
し
て
何
ら
役
立
つ
と

こ
ろ
は
な
い
。
逆
に
、
そ
れ
は
民
衆
に
対
し
て

大
の
害
悪
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
監

督
ー
ー
か
つ
て
民
衆
が
そ
れ
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
民
衆
の
味
方
は
民
衆
が
そ
れ
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
こ

と
を
願
っ
た
監
督
ー
ー
を
必
要
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
こ
の
反
社
会
的
情
熱
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

後
方
へ
の
こ
の
よ
う
な
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
進
化
も
ま
た
顕
著
で
あ
る
。

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
よ
う
な
暴
力
的
闘
争
は
今
日
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ

シ
ャ
に
お
い
て
暴
力
的
闘
争
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
我
々
の
国
々
に
お
い
て
は
数
世
紀
間
稀
で
は
な

か
っ
た
。

後
に
し
か
し
、
文
明
諸
民
族
間
の
戦
争
が
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
で
な
く
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。 

 

こ
こ
で
し
か
し
、
過
去
に
お
け
る
進
化
の
多
少
と
も
お
お
ま
か
に
確
認
さ
れ
る
一
傾
向
か
ら
未
来
に
お

け
る
こ
の
進
化
方
向
を
演
繹
し
う
る
と
主
張
す
る
論
法
に
身
を
委
ね
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
か
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
１
） 

我
々
は
次
の
よ
う
に
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
暴
力
は
文
明
社

会
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
小
さ
な
場
所
し
か
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
、
そ
れ
は

後
に
は
全
く
消
滅
す
る

で
あ
ろ
う
、
と
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
接
的
暴
力
は
個
人
間
の

関
係
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は

後
に
は
社
会
階
級
間
お
よ
び
国
民
間
の
関
係
か

ら
も
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
。 

 

（
１
）
第
７
章 

「
い
わ
ゆ
る
歴
史
法
則
」
参
照 

  

す
で
に
我
々
は
こ
の
よ
う
な
推
論
が
ほ
と
ん
ど
価
値
を
も
た
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
我
々
が
専
念

し
て
い
る
事
象
は
、
他
の
類
似
の
事
象
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
波
状
の
進
行
を
呈
す
る
。
一
方
向
へ
の
運

動
に
は
逆
の
方
向
の
運
動
が
続
く
の
で
あ
る
。
１
８
９
７
年
に
我
々
が
「

も
文
明
化
さ
れ
た
近
代
諸
国

民
の
特
徴
は
、
個
人
の
知
的
、
道
徳
的
、
宗
教
的
な
独
立
で
あ
る
」
（
１
）
と
書
い
た
と
き
、
我
々
は
、

１
９
０
２
年
に
は
文
明
の
前
衛
と
も
見
え
る
あ
る
国
に
お
い
て
、
宗
教
団
体
に
加
入
し
て
い
る
個
人
は
何

で
あ
れ
教
え
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
予
測
し
な
か
っ
た
。
か
つ
て
の
よ
う
に

十
分
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
な
い
人
間
を
教
育
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
現
在
の
よ
う
に
、
あ
ま
り

に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
人
間
を
教
育
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
寛
容
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
全
く
同
じ

こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
社
会
的
防
衛
の
作
業
で
あ
る
と
今
日
人
々
が
言
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
ま
さ
に
昔
人
々
が
言
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
党
派
の
信
奉
者
が
常
に
繰

り
返
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
未
来
に
お
い
て
も
繰
り
返
す
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
市
民
に
対

し
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
政
府
職
員
に
対
し
て
、
そ
の
子
息
を
無
神
論
あ
る
い
は
社
会
主
義
の
学
校

に
入
れ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
彼
ら
を
聖
職
者
あ
る
い
は
修
道
士
に
よ
っ
て
経
営

さ
れ
る
学
校
へ
入
れ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
よ
う
と
し
た
と
き
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
寛
容
は
存
在
し
な
い
。  

 

（
１
）C

ours, 

§
６
８
７ 

  

今
日
で
は
我
々
は
、
正
統
信
仰
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
攻
撃
を
厳
し
く
弾
圧
す
る
こ
と
に
従
事
す
る
、
社

会
主
義
の
き
わ
め
て
聖
な
る
審
問
所
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
１
９
０
０
年
に
社
会

主
義
政
党
の
一
支
部
が
罪
を
犯
し
た
二
人
の
兄
弟
を
破
門
し
た
。
一
人
は
決
闘
の
介
添
人
に
な
っ
た
こ
と
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に
よ
り
、
も
う
一
方
は
そ
れ
を
承
認
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
別
の
国
で
は
、
社
会
主
義
政
党
の

指
導
者
の
一
人
が
重
大
な
罪
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
。
彼
に
は
一
人
の
娘
が
い
て
、
こ
の
娘
は
初
の
聖
体

拝
領
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
父
親
は
そ
れ
を
妨
げ
ず
、
恐
ら
く
は
そ
れ
に
同
意
し
さ
え
し
た
の
で

あ
っ
た
。
審
問
所
は
こ
の
経
緯
を
判
断
す
る
た
め
に
手
続
き
を
開
始
し
た
。
正
規
の
書
類
、
多
数
の
証
拠

書
類
が
作
成
さ
れ
、
こ
の
社
会
主
義
か
ら
の
異
端
行
為
が
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
真
実
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ

れ
た
。
社
会
主
義
審
問
所
は
ま
だ
世
俗
的
裁
判
権
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
（
１
）
、
そ
の
罪
人
に
対

し
て
厳
し
い
非
難
を
加
え
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
罪
人
は
親
切
な

友
人
の
学
者
的
詭
弁
の
お
か
げ
で
こ
の
非
難
か
ら
浄
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
修
道
会
経
営
の
学
校
に
敢

え
て
そ
の
子
弟
を
入
学
さ
せ
る
国
家
公
務
員
は
一
般
に
こ
れ
ほ
ど
容
易
に
は
助
か
ら
な
い
。 

 

（
１
）
社
会
主
義
政
党
は
そ
れ
で
も
除
名
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
１
９
０
１
年
１
０
月
五
日
のJournal des 

D
ebats 

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
シ
ョ
ー
モ
ン
の
社
会
主
義
党
派
は
娘
の
宗
教
的
結
婚
式
に
参
列
し
たH

氏

を
党
か
ら
除
名
し
市
会
議
員
を
辞
職
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」 

  

カ
ト
リ
ッ
ク
の
異
端
審
問
所
も
ま
た
、
そ
れ
が
確
固
た
る
権
力
の
支
え
を
持
た
な
か
っ
た
と
き
に
は
、

単
な
る
非
難
で
満
足
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
仲
の
よ
い
友
人
に
よ
る
ロ
ー

マ
の
法
廷
に
対
す
る
策
略
の
お
か
げ
で
審
問
を
逃
れ
た
罪
人
を
、
一
人
な
ら
ず
経
験
し
た
。
ジ
ャ
ン
・
ル

シ
ュ
ラ
ン
は
異
端
審
問
所
に
よ
っ
て
罪
あ
り
と
さ
れ
た
が
、
ロ
ー
マ
の
法
廷
に
訴
え
、
無
罪
と
さ
れ
た
。

彼
の
罪
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
見
地
か
ら
見
て
、
娘
に

初
の
聖
体
拝
領
を
許
す
こ
と
の
社
会
主
義
的
見
地
か

ら
見
た
罪
よ
り
も
、
大
き
い
の
か
小
さ
い
の
か
。
我
々
は
こ
れ
を
決
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し

い
つ
の
日
か
社
会
主
義
審
問
所
が
世
俗
的
裁
判
権
を
手
に
し
た
と
き
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
審
問
所
よ
り
も

不
寛
容
の
度
合
い
が
小
さ
い
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
過
去
と
現
在
と
を
比
較
す
る
場
合
、
刑
罰
の
階
梯
が
変
化
し
た
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。
比
較
は
、
過
去
に
お
い
て
罪
と
見
な
さ
れ
た
も
の
と
現
在
罪
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も

の
と
の
間
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
過
去
に
お
い
て
罪
に
課
せ
ら
れ
た
罰
と
現
在
罪
に
課
せ
ら
れ
て

い
る
罰
と
の
間
で
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
法
律
体
系
が
一
般
に

小
の
罪
を
非
常
に
厳
し
い
刑
罰

で
も
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
知
る
と
き
、
あ
る
種
の
場
合
に
は
、
刑
罰
の
重
さ
か
ら
、
こ
の
法

律
体
系
の
時
代
に
お
い
て
、
罪
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
刑
罰
そ
の
も
の
を
推
論
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。 

 

楽
観
主
義
的
な
学
派
は
階
級
闘
争
の
必
然
性
を
認
め
た
が
ら
な
い
。
こ
の
学
派
は
、
支
配
階
級
は
あ
る

い
は
隣
人
に
対
す
る
純
粋
な
愛
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
」
自
ら
の
利
益
へ
の

配
慮
に
よ
っ
て
、
従
属
階
級
の
幸
福
の
た
め
に
全
的
に
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
。 

 

楽
観
主
義
的
な
学
派
と
混
同
す
る
人
々
が
ま
だ
い
る
が
、
自
由
主
義
の
考
え
方
は
全
く
別
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
学
派
は
階
級
闘
争
の
必
然
性
を
認
識
し
、
た
だ
そ
の
暴
力
性
を
緩
和
し
、
可
能
な
限
り
そ
の
野

蛮
性
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
点
ま
で
民
族
間
の
戦
争
の
場
合
に
行
わ
れ

て
き
た
こ
と
を
、
階
級
闘
争
の
場
合
に
も
適
用
し
よ
う
と
す
る
。
他
国
民
と
の
闘
争
が
一
定
の
人
道
規
則

に
従
属
し
、
同
国
人
の
あ
い
だ
の
闘
争
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。
国
民
間
に
は
国
際
法
が
存
在
す
る
が
、
同
一
国
民
の
階
級
間
の
紛
争
を
規
制
す
る
い
か
な
る
法
も
ま

だ
存
在
し
な
い
。 

 

し
か
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
は
こ
の
よ
う
な
法
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
が
市
民
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に
対
し
て
い
く
つ
か
の
権
利
を
保
証
し
て
お
り
、
独
立
の
一
権
力
た
る
連
邦
裁
判
所
は
立
法
者
の
越
権
に

対
し
て
こ
う
し
た
権
利
そ
の
も
の
を
保
護
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
君
主
制
国
家
で
は
、
証
拠
は
ほ
と
ん

ど
な
い
が
、
君
主
が
、
市
民
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
権
利
を
保
証
す
る
と
い
う
、
こ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
ま
だ
大
陸
の
い
く
つ
か
の
国
家
に
お
け
る
退
廃
し
た
学
説
を
採

用
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
法
律
が
か
な
り
公
平
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
対
し
て
、

彼
ら
が
他
者
に
対
し
て
不
法
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
金
銭
罰
を
科
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
種
の
人
々

は
企
て
て
い
る
。
（
１
） 
コ
モ
ン
・
ロ
ー(C

om
m

on Law
)

は
、
そ
れ
が
伝
統
に
立
脚
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
政
治
的
多
数
派
の
専
制
に
対
す
る
貴
重
な
保
証
で
あ
る
。 

 

（
１
）
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
国
々
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。p

・
４
２
６
の
注
を
参
照
。 

  

し
か
し
自
由
主
義
学
派
は
さ
ら
に
遠
く
、
恐
ら
く
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
接
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
。
そ
れ

は
、
政
府
が
階
級
闘
争
の
外
部
に
留
ま
り
、
階
級
闘
争
を
一
定
の
限
界
内
に
制
限
す
る
こ
と
を
任
務
と
す

る
権
力
以
上
の
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
欲
し
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
自
由
主
義
学
派
の
中
心
原
理
な
の

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
こ
の
学
派
は
あ
る
政
体
を
判
断
す
る
に
、
そ
の
政
体
の
形
式
を
考
慮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
く
、
市
民
が
迫
害
さ
れ
略
奪
さ
れ
抑
圧
さ
れ
な
い
た
め
の
保
証
を
考

慮
す
る
こ
と
を
も
っ
て
す
る
。
（
１
） 

こ
の
学
派
に
と
っ
て
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
会
議
の
専
制
は
専
制
君
主

の
専
制
に
優
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
学
派
は
、
政
治
家
の
権
力
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
彼
ら
が
濁
っ
た
水
で
釣
り
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
が
獲
得
し

う
る
も
の
を
見
な
い
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
古
い
職
業
別
労
働
組
合Trade U

nion 
を
大
い
に
称
賛
す
る
。

こ
の
職
業
別
労
働
組
合
は
、
誰
も
暴
力
に
訴
え
ず
公
共
秩
序
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
政
府
の
保
護

と
監
督
の
下
に
組
織
さ
れ
て
い
る
階
級
闘
争
を
表
現
し
て
い
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
自
由
主
義
学
派

の
態
度
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
の
学
派
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
な
る
社
会
階
級
も
他
の
階
級
に

対
し
て
力
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
を
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
我
々
は
労
働
者
が
ス
ト
を
で
き
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
我
々
は
資
本
家
が
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
抵
抗
で
き
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
原
則
は
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
力
を
用
い
て
、
自
ら
の
意
志

を
他
の
階
級
に
押
し
つ
け
る
の
は
も
う
一
方
の
階
級
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
違
い
は
も
っ
ぱ
ら
次
の
点

に
あ
る
。
労
働
者
は
資
本
家
よ
り
も
数
が
多
い
の
で
、
資
本
家
の
意
志
を
労
働
者
に
押
し
つ
け
る
た
め
に

は
公
共
の
力
が
積
極
的
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
労
働
者
が
資
本
家
に
対
し
て
そ
の
意
志
を
押

し
つ
け
る
の
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
公
共
の
力
が
受
動
的
な
態
度
を
守
っ
て
い
れ
ば
十
分
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
資
本
家
た
ち
が
力
に
よ
っ
て
暴
力
を
排
斥
す
る
こ
と
を
思
い
つ
く
場
合
に
は
、
公
共
の
力

が
積
極
的
に
介
入
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
と
り
わ
けG

. de M
orinari 

氏
の
著
作
を
参
照
せ
よ
。 

  

文
明
諸
国
民
が
戦
争
の
際
に
爆
発
物
の
使
用
や
国
許
海
賊
の
武
装
を
断
念
し
た
の
と
同
様
に
、
労
働
者

と
資
本
家
は
力
の
使
用
を
断
念
し
、
闘
争
を
経
済
的
舞
台
に
限
定
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
自
由
主
義
学
派
が
欲
し
た
こ
と
で
あ
り
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
に
は
見
え

な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
理
想
は
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
実
現
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
現
在
そ
れ
に
近
づ
く
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
職
業
別
労
働
組
合
は
、
国
家
の
介
入
を
懇
願
し
て
い
る
。
極
度
に
錯
綜
し
た
社
会
的

立
法
が
大
多
数
の
文
明
国
で
展
開
し
つ
つ
あ
り
、
一
方
の
階
級
の
意
志
を
他
方
の
階
級
に
押
し
つ
け
る
た

め
に
、
ま
た
あ
る
種
の
市
民
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
他
方
の
市
民
か
ら
略
奪
す
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
国

家
を
介
入
さ
せ
て
い
る
。
た
し
か
に
運
動
は
一
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
国
に
よ
っ
て
か
な
り

異
な
り
、
い
く
つ
か
の
国
々
は
多
分
こ
の
よ
う
な
方
向
に
進
み
続
け
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
他
方

別
の
国
々
は
ま
す
ま
す
こ
の
方
向
に
没
頭
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

あ
る
種
の
方
策
が
社
会
の
幸
福
を
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
こ
と
と
、
こ
の
方
策
が
適
用
可

能
で
あ
る
、
あ
る
い
は
未
来
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
本
質
的
に

異
な
る
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
社
会
政
策
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
学
派
は
す
べ
て

ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
両
者
を
混
同
す
る
方
向
に
引
っ
張
ら
れ
る
。
人
は
信
念
に
よ
っ
て
の
み
行
動
に
引
き

ず
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
を
し
て
彼
が
同
じ
く
し
な
い
信
念
を
表
明
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と

は
大
変
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
主
義
政
党
が
そ
の
表
明
し
た
原
理
の
や
が
て
来
る
実
現
に
つ
い
て
信
念

を
持
つ
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
い
ま
述
べ
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
が
ほ
と
ん
ど
成
功

し
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
原
理
は
社
会
に
と
っ
て
本
質
的
に
有
用
で
は
あ

り
得
る
が
、
そ
れ
ら
が
今
日
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
の
本
性
に
逆
行
す
る
何
か
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
は
そ
れ
ら
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ

る
。 

 

階
級
闘
争
を
公
正
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
社
会
階
級
間
の
平
和
と
同
じ
よ
う
に
民
族
間
の
平
和
を
も

妨
げ
る
一
つ
の
障
害
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
競
合
す
る
い
か
な
る
集
団
も
他
集
団

の
餌
食
に
な
る
危
険
を
冒
さ
ず
に
、
完
全
に
自
ら
を
武
装
解
除
す
る
例
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
急
激
な
変
動
が
生
じ
る
の
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
望

み
う
る
こ
と
は
、
双
方
の
側
に
お
け
る
一
連
の
漸
次
的
譲
歩
に
よ
っ
て
闘
争
が
ゆ
る
や
か
に
緩
和
さ
れ
る

こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

 

あ
る
党
派
の
行
為
を
他
の
党
派
の
行
為
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る
。
守
勢
の
側

は
一
般
に
ほ
と
ん
ど
成
功
の
機
会
を
持
た
な
い
。
し
ば
し
ば
略
奪
さ
れ
る
に
任
せ
る
か
、
あ
る
い
は
分
け

前
を
懇
請
す
る
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
。
万
人
が
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
見
解
、
偏

見
、
嗜
好
を
押
し
つ
け
る
た
め
に
、
国
家
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
中
立
を
保
と
う
と
す

る
人
間
は
騙
さ
れ
役
を
演
ず
る
こ
と
に
な
り
、
自
ら
進
ん
で
狼
に
食
わ
れ
る
子
羊
と
な
る
。
し
ば
し
ば
選

択
は
、A

に
よ
る
抑
圧
と
全
く
抑
圧
の
な
い
状
態
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、A

に
よ
る
抑
圧
と

B

に
よ
る
抑
圧
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
種
の
国
々
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
帝
国
主
義

者
、
農
地
再
配
分
論
者
の
党
派
だ
け
が
社
会
主
義
に
対
立
し
う
る
党
派
で
あ
る
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
の

党
派
だ
け
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
や
帝
国
主
義
者
や
農
地
再
配
分
論
者
の
党
派
の
対
立
者
で
あ
る
、
と
い
っ

た
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
選
択
肢
は
こ
う
い
っ
た
党
派
の
あ
い
だ
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
選
択

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
一
つ
の
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
穏
健
と
言
わ
れ
る
党
派
は
現

在
明
瞭
に
消
滅
へ
の
傾
向
を
有
し
、
極
端
な
党
派
の
み
が
つ
か
み
合
い
の
闘
争
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

 

階
級
闘
争
は
複
雑
化
し
、
分
岐
す
る
。
我
々
は
二
つ
の
階
級
の
あ
い
だ
の
単
純
な
闘
争
か
ら
は
ほ
ど
遠

い
と
こ
ろ
に
い
る
。
区
分
対
立
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
の
あ
い
だ
で
も
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
あ
い
だ
で
も

際
だ
ち
つ
つ
あ
る
。 

 

前
者
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
百
貨
店
、
協
同
組
合
、
そ
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し
て
一
般
に
活
動
的
な
人
々
と
の
競
争
ー
ー
「
不
当
競
争
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
ー
ー
か
ら
の
保
護
を

求
め
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
無
数
の
セ
ク
ト
が
政
治
的
、
道
徳
的
、
衛
生
論
的
そ
の
他
の
旗
印
に
よ
っ

て
覆
い
隠
さ
れ
た
自
ら
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
衝
突
し
戦
っ
て
い
る
。
保
護
主
義
は
イ
ギ
リ
ス
を
除

い
て
ほ
と
ん
ど
至
る
所
で
勝
利
し
た
。
そ
し
て
い
ま
や
工
業
上
の
保
護
主
義
が
農
業
上
の
保
護
主
義
と
闘

争
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
大
工
業
の
党
派
と
農
地
再
配
分
論
者
の
党
派
と
の
敵
対
は
現
在
、
こ
れ
ら
二

つ
の
党
派
と
自
由
主
義
者
と
の
あ
い
だ
の
か
つ
て
の
敵
対
よ
り
も
深
刻
度
が
低
い
わ
け
で
は
な
い
。 

 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
社
会
主
義
者
と
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
の
あ
い
だ
の
慢
性
的
な
闘
争
の

ほ
か
に
、
非
妥
協
的
な
社
会
主
義
者
が
妥
協
的
な
社
会
主
義
者
ー
ー
彼
ら
は
内
閣
の
美
声
の
歌
に
拘
泥
す

る
ー
ー
を
破
門
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
二
つ
の
党
派
の
内
部
に
さ
え
新
し
い
対
立
が
形
成
さ
れ
る
の
を
我
々

は
見
る
。
組
合
所
属
の
労
働
者
は
非
所
属
の
労
働
者
を
軽
蔑
し
、
後
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
も
し
組
合
所
属
労
働
者
多
数
の
気
に
入
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
律
が
非
所
属
の
労
働
者
全
員
に

対
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
義
務
づ
け
る
と
い
っ
た
こ
と
で
も
彼
ら
は
同
意
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
に
は
あ
る
喜
劇
的
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
の
面
前
で
は
国
に
対
し
て
良
質
の
政

府
を
与
え
る
と
唯
一
見
な
さ
れ
て
い
る
普
通
選
挙
権
に
つ
い
て
と
や
か
く
言
う
こ
と
を
認
め
な
い
人
々

が
、
組
合
非
所
属
の
労
働
者
の
い
る
と
こ
ろ
で
は
突
如
と
し
て
、
普
通
選
挙
権
は
盲
目
で
あ
り
無
知
で
あ

り
、
組
合
所
属
の
労
働
者
の
少
数
に
よ
る
政
府
の
み
が
良
質
で
あ
り
う
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
時
に
は
さ

ら
に
別
の
区
別
が
な
さ
れ
る
。
パ
リ
の
労
働
取
引
所
で
は
正
統
派
労
働
組
合
員
は
、
社
会
主
義
系
の
一
大

臣
に
よ
る
い
く
ら
か
独
裁
的
な
行
政
命
令
の
お
か
げ
で
、
異
端
派
の
労
働
組
合
員
を
排
除
し
て
い
る
。
ほ

と
ん
ど
８
万
５
千
人
を
数
え
る
こ
の
正
統
派
労
働
組
合
員
は
パ
リ
市
か
ら
の
補
助
金
を
強
要
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
罪
に
値
す
る
。
こ
れ
は
市
が
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
何
に
も
ま
し
て

異
端
的
な
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
モ
ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ヌ
で
は
、
あ
る
組
合
の
メ
ン
バ
ー

た
ち
は
別
の
組
合
の
メ
ン
バ
ー
を
殺
す
こ
と
ば
か
り
を
語
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
脅
し
は
少
な
く
と
も

処
刑
の
開
始
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

組
合
所
属
の
労
働
者
は
、
か
れ
ら
が
社
会
主
義
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
然
、
「
自
覚
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
」
を
形
成
す
る
。
組
合
に
所
属
し
な
い
労
働
者
お
よ
び
組
合
に
所
属
し
な
が
ら
も
社
会
主
義
者
で
な

い
労
働
者
は
「
無
自
覚
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
形
成
す
る
。
前
者
が
後
者
に
つ
い
て
い
か
に
軽
蔑
的

に
語
る
か
、
前
者
が
い
か
に
優
越
感
を
も
ち
、
後
者
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

自
覚
の
有
無
は
人
間
と
動
物
と
を
区
分
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
二
種
類
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
間
の
差

異
は
こ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
差
異
は
、
か
つ
て

貴
族
と
農
民
の
間
に
存
在
し
た
も
の
よ
り
も
小
さ
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
組
合
に
所
属
し
か
つ
社

会
主
義
者
で
も
あ
る
労
働
者
は
、
新
し
い
社
会
の
特
権
階
級
を
形
成
す
る
。
平
等
、
博
愛
、
連
帯
の
諸
原

理
は
、
労
働
者
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
比
較
す
る
と
き
に
は
、
抜
き
ん
で
て
い
る
。
し
か
し
「
自
覚
的
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
」
が
「
無
自
覚
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
前
に
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
ま
っ

た
く
い
か
な
る
価
値
も
も
た
な
い
。
ま
た
自
覚
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
間
で
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
選

択
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
労
働
組
合
の
職
員
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
に
転
成
す
る
傾
向
を
有
す
る
。
こ
の

傾
向
は
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ブ
と
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ブ
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
労
働
組
合
史
研
究
（
１
）
の

な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
エ
リ
ー
ト
の
周
流
と
い
う
き
わ
め
て
一
般
的
な
現
象

の
一
個
別
ケ
ー
ス
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
周
流
は
、
組
合
所
属
の
労
働
者
の
場
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
と
く
に
顕
著
で
あ
る
。
今
日
旧
労
働
組
合
と
呼
ば
れ
て
い
る
組
織
は
か
つ
て
庶
民
階
級

出
身
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
こ
の
同
じ
庶
民
階
級
が
新
た
な
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エ
リ
ー
ト
す
な
わ
ち
新
労
働
組
合
主
義
の
エ
リ
ー
ト
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
労
働
組
合
に
敵
対

し
、
そ
の
影
響
力
を
削
ご
う
と
試
み
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
労
働
世
界
に
お
い
て
主
導
権
を
握
る
こ
と
に

成
功
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
翌
日
に
は
新
た
な
エ
リ
ー
ト
と
新
た
な
競
争
の
出
現
を
見
る
で
あ
ろ
う
。（
２
） 

  

（
１
）Paul de R

ousiers 

はLe Trade U
nionism

e en A
ngreterre , p

・
３
０
８-

３
０
９ 

で
、
労
働
組
合
の
書
記
と
委

員
長
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
人
々
は
既
に
し
て
そ
の
有
効
性
の
ゆ
え
に
選
び
出
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
か
れ
ら
の
生
活
、
か
れ
ら
の
責
任
、
か
れ
ら
が
行
う
旅
行
、
か
れ
ら
が
雇
用
主
に
対
し
て
持
つ
関
係
の
恒
常
性
は
、

つ
い
に
は
か
れ
ら
を
傑
出
し
た
人
間
に
す
る
。
・
・
・
労
働
者
階
級
の
内
部
に
一
つ
の
貴
族
階
級
が
構
成
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
こ
う
し
た
労
働
者
の
代
表
の
と
こ
ろ
へ
意
見
を
聞
き
に
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
女
王
は
か
れ
ら
を
司
法
官

（
治
安
判
事
）
に
任
命
す
る
。
も
し
ア
シ
ュ
ト
ン
で
公
式
の
行
事
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
労
働
組
合
の
書
記
は
経
営
者
の
組
合

の
会
長
よ
り
も
上
席
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
。
」 

 

（
２
）Paul de R

ousier 

は
同
書p

３
３
８ 

でJohn B
urns 

の
次
の
発
言
を
引
用
し
て
い
る
。
「
私
は
こ
う
し
た
人
々

（
古
い
労
働
組
合
主
義
の
メ
ン
バ
ー
）
は
、
状
況
を
か
れ
ら
に
と
っ
て
好
都
合
と
見
て
、
何
も
変
化
し
な
い
よ
う
に
望
ん
で

い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
で
私
は
古
い
労
働
組
合
主
義
を
激
し
く
攻
撃
す

る
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
し
て
今
日
私
を
反
動
的
と
み
る
人
々
は
、
当
時
は
私
の
こ
と
を
気
違
い
じ
み
た
人
間
と
考
え
て
い

た
。
」 

  

少
な
か
ら
ぬ
組
合
が
し
っ
か
り
し
た
カ
ー
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
ベ
ン
・
テ
イ
ラ
ー
（B

en Taylor

）
は
、

未
熟
練
労
働
者
の
う
ち
の
下
層
に
由
来
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
機
械
工
が
、
こ
の
未
熟
練
労
働
者
の
仕
事
口
を

閉
ざ
す
た
め
に
、
か
れ
ら
に
対
し
て
情
け
容
赦
の
な
い
戦
い
を
仕
掛
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
１
）

い
く
つ
か
の
組
合
は
見
習
い
工
の
数
を
厳
密
に
制
限
す
る
に
い
た
っ
た
。
働
く
権
利
は
特
権
と
な
る
。
も

し
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
一
般
化
さ
れ
生
産
全
体
を
包
括
す
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
働
く
権
利
を
拒
否
さ
れ

る
不
幸
な
人
々
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
に
は
も
は
や
餓
死
す
る
こ
と
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
「
労
働
者
の
要
求
事
項
」
が
列
挙
さ
れ
る
の
を
聞
く
だ
け
で
、
愛

情
で
う
っ
と
り
す
る
博
愛
家
が
望
む
と
こ
ろ
で
は
決
し
て
な
い
。
も
し
か
れ
ら
が
、
今
日
か
れ
ら
の
擁
護

す
る
者
た
ち
が
明
日
に
は
新
た
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
上
に
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
支
配
圧
制
に
気
づ
く
な
ら

ば
、
卵
を
抱
い
て
思
い
が
け
な
い
結
果
に
驚
く
雌
鳥
が
感
じ
る
に
違
い
な
い
感
情
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
感
情

を
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 (

１
）N

orth A
m

erican R
eview

 , aout 

１
９
０
１ 

 
 

  

我
々
は
い
ま
、
主
観
的
観
点
に
身
を
置
い
て
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
人
々
が
日
々
訴
え
て
い
る
と
こ
ろ

の
原
理
を
受
け
入
れ
る
形
で
、
説
明
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
原
理
と
行
動
と
の
間
の
矛
盾
は
誰
の
目
に

も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
客
観
的
観
点
に
身
を
置
く
な
ら
ば
、
間
違
っ
て
い
る
の
は
原
理
で
あ
る
こ
と
、

し
か
し
行
動
は
完
全
に
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
人
道
主
義
的
宣
言
そ
の
も
の
も
そ
れ
ら
を
ま

じ
め
に
受
け
取
る
く
ら
い
素
朴
な
人
間
が
い
る
限
り
に
お
い
て
は
空
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
を
我
々

は
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
労
働
者
が
ま
さ
に
そ
の
敵
対
者
か
ら
使
用
法
を
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の

武
器
に
訴
え
た
か
ら
と
い
っ
て
か
れ
ら
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
組
合
に
所
属
し
社
会
主

義
者
で
あ
る
労
働
者
は
そ
う
で
な
い
労
働
者
よ
り
も
実
際
に
優
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
あ
る
種
の
エ
リ
ー

ト
を
代
表
し
て
お
り
（
１
）
、
多
分
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
階
級
が
練
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り
上
げ
ら
れ
る
の
は
か
れ
ら
の
う
ち
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
部
分
に
お
け
る
未
来
の
国
民
は
、

自
分
た
ち
が
将
来
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
前
味
を
、
非
組
合
員
労
働
者
が
い
ま
現
在
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
れ
ば
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
組
合
の
内
部
に
お
い
て
さ
え
規

律
は
厳
格
で
あ
る
。
規
則
的
に
会
費
を
払
わ
な
い
組
合
員
は
組
合
か
ら
除
名
さ
れ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば

か
れ
ら
を
貧
困
の
ど
ん
底
に
陥
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
組
合
は
経
営
者
が
非
組
合
員
労
働
者
を
採
用
す

る
の
を
妨
げ
る
に
十
分
な
力
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
か
れ
ら
エ
リ
ー
ト
は
非
組
合
員
労
働
者

か
ら
移
民
と
い
う
手
段
を
も
熱
心
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
に
組

合
員
労
働
者
が
支
配
し
て
い
る
国
々
に
お
い
て
非
組
合
員
労
働
者
の
入
国
を
可
能
な
限
り
妨
げ
る
法
律
に

よ
っ
て
で
あ
る
（
１
）
。
こ
の
、
会
費
を
規
則
的
に
支
払
う
と
い
う
義
務
は
淘
汰
選
択
の
た
め
の
優
れ
た

一
手
段
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
、
衝
動
的
な
人
間
、
先
の
見
え
な
い
人
間
、
要
す
る
に
そ
の

会
費
を
支
払
う
の
に
必
要
な
金
を
節
約
す
る
に
十
分
な
、
自
分
自
身
に
対
す
る
支
配
力
を
持
た
な
い
人
間

が
除
外
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
衝
動
的
な
人
間
が
、
権
力
を
保
持
し
て
い
る
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
エ
リ
ー

ト
に
よ
っ
て
処
遇
さ
れ
る
場
合
と
、
同
じ
く
権
力
を
掌
握
し
て
は
い
る
が
退
化
変
質
し
た
エ
リ
ー
ト
に
よ

っ
て
処
遇
さ
れ
る
場
合
と
で
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
観
察
し
て
み
よ
。
前
者
は
こ
の
衝
動
的
な
人

間
と
「
連
帯
関
係
に
あ
る
」
と
は
決
し
て
感
じ
な
い
し
、
か
れ
ら
を
そ
の
懐
か
ら
情
け
容
赦
な
く
切
り
離

す
。
後
者
は
か
れ
ら
に
、
甘
や
か
さ
れ
た
子
供
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
す
べ
て
を
許
す
。
衝
動
的
な

人
間
に
と
っ
て
は
、
憲
兵
を
傷
つ
け
た
り
、
働
き
た
が
る
労
働
者
を
殴
っ
た
り
、
あ
る
い
は
作
業
場
を
荒

ら
し
た
り
す
る
ほ
う
が
、
組
合
の
会
費
を
払
わ
な
い
よ
り
も
ま
し
な
の
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
に
は
、
彼

は
全
く
苦
痛
な
し
に
な
ん
と
か
暮
ら
し
て
ゆ
く
大
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
第
二
の
場
合
に
は
、

彼
は

も
お
ぞ
ま
し
い
貧
困
に
き
わ
め
て
容
易
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

（
１
）
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
エ
リ
ー
ト
と
同
じ
、
こ
の
種
の
エ
リ
ー
ト
も
全
人
口
の
ほ
ん
の
一
小
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
か
れ
ら

は
ま
た
労
働
者
全
体
の
一
小
部
分
に
す
ぎ
な
い
。 

 

１
９
０
１
年
９
月
リ
ヨ
ン
の
大
会
で
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
非
常
に
有
能
な
市
民
メ
イ
ニ
エ
氏
は
組
合
所
属
労
働
者

に
つ
い
て
の
統
計
を
作
成
し
た
。
３
２
８
万
５
９
１
１
人
の
労
働
者
の
う
ち
組
合
員
は
５
４
万
５
３
６
２
人
に
す
ぎ
ず
、
こ

れ
は
全
体
の
１
６
．
５
９
％
で
あ
る
。
こ
の
全
体
を
業
種
別
に
分
け
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

  
 

 
 

 
 

業
種 

 
 

 

労
働
者
総
数 

 
 

 
 

組
合
員 

 
 

 
 

 
 

組
合
員
比
率 

      

坑
鉱
業 

 
 

 

１
５
０
８
２
３ 

 
 

 
 

 
 

９
１
３
１
５ 

 
 

 
 

 
 

  

６０ 

％ 

食
品
業        

２
２
３
３
４
８              

２
１
８
２
０                 

９
・
７
６%

 

繊
維
工
業 

 
 

６
２
２
５
８
２              

５
４
８
２
８                 

９   %
 

衣
料
産
業      

４
０
０
６
９
９              

１
４
１
３
１                 

３．５ %
 

   
 

 

皮
革
産
業      

１
３
０
１
１
８              

１
９
２
１
８                 

１４ %
 

      

金
属
工
業      

４
４
３
７
４
１              

９
４
０
２
２                 

２１ %
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建
築
業        

６
１
１
７
０
１              

６
９
１
０
７                 

１１ %
 

      

鉄
道
運
輸      

７
４
０
９
４
１    

 
       

１
５
２
０
４
１                 

２０ %
 

      

化
学
工
業       

６
８
０
５
９              

２
３
５
６
４                 

３４ %
 

タ
バ
コ
・
マ
ッ
チ
２
０
０
０
０                ------                -------- 

書
籍           

５
４
３
２
７              

１
７
０
４
０                 

３１ %
  

  

こ
こ
に
は
農
業
労
働
者
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

労
働
者
を
組
合
へ
の
所
属
・
非
所
属
に
よ
っ
て
分
け
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
絶
対
的
な
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
、
指
導
的
エ

リ
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
そ
の
軍
団
の
実
員
数
を
増
や
す
た
め
に
組
合
の
な
か
に
無
価
値
な
人
間
を
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
好

都
合
で
あ
る
こ
と
が
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
で
は
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ブ
と
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ブ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
労
働
組
合
の
世
界
は
、

主
と
し
て
、
工
業
が
大
規
模
に
行
わ
れ
人
口
密
度
の
高
い
地
域
で
働
い
て
い
る
、
熟
練
労
働
者
か
ら
な
っ
て
い
る
。
労
働
組

合
の
メ
ン
バ
ー
約
７
５
万
人
ー
ー
総
数
の
半
分
ー
ー
は
石
炭
輸
出
、
綿
織
物
、
金
属
工
業
の
三
部
門
に
属
し
て
い
る
。
他
方
、

日
雇
い
労
働
者
お
よ
び
労
務
者
は
そ
の
大
多
数
が
組
合
の
外
部
に
あ
る
。
」
（loc.cit.,p

・
４
８
７) 

 

読
者
はLe Trade U

nionism
e en A

ngleterre , Paul de R
ousiers, Paris, 

１
８
９
７ 
の
な
か
に
、
労
働
組
合
に
つ
い
て
の

優
れ
た
観
察
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
労
働
組
合
の
メ
ン
バ
ー
が
一
種
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
大
い
に
強
調
し
た

の
で
あ
る
。 

（
２
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
議
会
で
、
４
０
行
の
英
文
を
間
違
い
な
く
す
ら
す
ら
と
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
者
、
十
分
な
生

活
手
段
を
持
た
な
い
者
、
等
が
下
船
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。 

 

も
し
不
幸
な
中
国
人
が
、
４
０
行
の
中
国
語
を
間
違
い
な
く
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
者
が
中
国
に
入
国
す
る
の
を
防
止
す

べ
く
目
論
む
な
ら
ば
、
我
々
は
わ
れ
ら
の
卓
越
せ
る
博
愛
家
の
怒
号
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
悪
い

こ
と
に
、
「
文
明
化
さ
れ
た
」
国
民
は
こ
の
野
蛮
人
の
不
作
法
を
罰
す
る
た
め
に
と
て
、
艦
隊
や
軍
隊
を
派
遣
し
も
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
中
国
か
ら
略
奪
し
、
次
に
は
「
人
間
の
権
利
」
を
中
国
人
に
教
え
る
た
め
に
、
戦
争
賠
償
金
を
支

払
わ
せ
も
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
   

有
罪
無
罪
は 

力
に 

応
じ
て 

   

組
合
所
属
の
労
働
者
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
い
る
と
き
、
政
府
の
弱
さ
あ
る
い
は
暗
黙
の
了
解
に
よ

っ
て
、
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
場
合
に
は
、
大
い
に
暴
力
を
用
い
る
が
、
暴
力
が
か
れ
ら

に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
う
る
場
合
に
は
、
完
全
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
暴
力
行
使
を
控
え
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
た
め
に
は
、

高
級
の
自
己
抑
制
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
抑
制
こ
そ
が
エ
リ

ー
ト
た
る
者
の
主
要
な
性
格
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
で
は
上
院
が

終
審
と
し
て
二
つ
の
判
決
を
宣
告
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
上
院
は
、
ス
ト
ラ

イ
キ
を
引
き
起
こ
し
他
者
に
不
法
な
損
害
を
も
た
ら
し
た
組
合
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
の
責
任
あ
り
と
宣

告
し
た
こ
と
に
な
る
（
１
）
。
か
く
し
て
鉄
道
の
従
業
員
組
合
は
五
万
フ
ラ
ン
の
賠
償
金
を
支
払
う
よ
う
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に
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
こ
で
非
常
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
組
合
の
委
員
長
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ル

が
こ
の
判
決
は

終
的
に
は
組
合
を
利
す
る
で
あ
ろ
う
と
言
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
際
に

お
け
る
組
合
員
の
責
任
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
厳
し
い
淘
汰
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
思

慮
に
富
ん
だ
ま
じ
め
な
労
働
者
の
み
が
組
合
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
企
業
家
た
ち
は
、

自
ら
の
行
為
に
責
任
を
持
ち
自
ら
が
引
き
起
こ
し
た
損
害
を
弁
償
す
る
能
力
を
有
す
る
組
合
の
ほ
う
を
、

奪
わ
れ
る
も
の
が
何
も
な
い
が
故
に
事
実
上
責
任
能
力
の
な
い
非
組
合
員
労
働
者
よ
り
も
好
む
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

良
の
労
働
者
が
す
べ
て
労
働
組
合
に
流
れ
込
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。 

 

（
１
）
一
九
〇
一
年
の
判
決
。Taff V

ale com
p. 

対 A
m

algam
ated society of railw

ay servans.  

 

一
九
〇
二
年
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
審
判
所
は
、
サ
ン
ス
で
次
の
よ
う
な
事
実
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ス
ト
ラ
イ

キ
の
後
、
経
営
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
の
労
働
者
の
大
多
数
を
再
雇
用
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か
の
受
け
入
れ
は
拒
否

し
た
。
こ
の
何
人
か
の
う
ち
の
二
十
三
人
が
労
働
審
判
所
判
事
の
ま
え
に
経
営
者
を
召
喚
し
た
。
か
れ
ら
に
八
日
分
の
給
与

を
支
払
わ
せ
、
予
告
な
し
に
行
わ
れ
た
解
雇
の
損
害
賠
償
を
行
わ
せ
る
べ
く
合
意
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
申
し
立

て
る
と
こ
ろ
は
、
た
し
か
に
か
れ
ら
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権

利
を
行
使
し
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
契
約
を
破
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
経
営
者
側
は
こ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
、
労
働
者
た
ち
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
予
告
な
し

に
労
働
契
約
を
破
っ
た
の
だ
と
し
て
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
反
訴
請
求
を
し
た
。
労
働
裁
判
所
は
あ
る
一
ケ
ー
ス
を
除
い
て

こ
の
後
者
の
要
求
を
退
け
た
。
し
か
し
こ
の
労
働
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
「
経
営
者
を
し
て
労
働
条
件
を
よ
り

良
好
な
も
の
に
改
善
せ
し
め
る
た
め
に
労
働
を
放
棄
す
る
こ
と
が
仮
に
労
働
者
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ

ら
労
働
者
は
そ
れ
を
自
ら
の
全
責
任
に
お
い
て
敢
行
す
る
の
で
あ
る
。
・
・
・
個
人
的
で
あ
れ
集
団
的
で
あ
れ
、
労
働
契
約

の
破
棄
が
普
遍
法
の
規
則
と
同
じ
規
則
に
従
属
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
・
・
・
」
と
決
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
の
要
求

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

そ
こ
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
新
聞
は
ほ
っ
と
安
心
す
る
。
労
働
者
が
予
告
な
し
に
労
働
契
約
を
破
棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
損

害
賠
償
の
義
務
を
負
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
敗
者
は
罰
金
を
支
払
わ
ず
、
経
営
者

は
も
は
や
労
働
者
に
対
し
て
何
の
義
務
も
負
わ
な
い
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
よ
り
も
少
な
い
も
の
で
満
足
す
る
こ
と

で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
き
わ
め
て
小
さ
な
も
の
で
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
小
さ
な
も
の
で
さ
え
、
急
進

的
な
社
会
主
義
政
治
家
が
法
律
の
こ
の
部
分
に
関
心
を
集
中
す
れ
ば
、
消
滅
す
る
可
能
性
は
あ
る
。 

   

他
方
で
、
淘
汰
に
好
都
合
で
は
な
い
い
く
つ
か
の
労
働
組
合
規
定
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
労
働
者
の
給

与
は
そ
の
労
働
能
力
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
を
優
勢
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
道
徳
的
性
格
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
従
っ
て
生
ず
る
淘
汰
と
は

少
し
く
異
な
る
と
こ
ろ
の
淘
汰
で
あ
る
。 

 

古
い
労
働
組
合
は
、
台
頭
す
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
な
ら
ば
参
入
者
を
そ
の
資
質
に
つ
い
て
あ
ま
り
調
べ

る
こ
と
な
し
に
四
方
八
方
か
ら
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
点
を
超
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
い
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
闘
争
が
始
ま
る
の
は
つ
ね
に
こ
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
一
八
四
八
年
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
の
時
代
に
お
け
る
階
級
闘
争
は
こ
の
よ
う
な
状
態
に

あ
っ
た
。
あ
る
一
つ
の
革
命
が
新
し
い
エ
リ
ー
ト
を
突
如
権
力
に
押
し
上
げ
る
日
以
前
に
は
進
化
が
こ
の

点
を
越
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
国
々
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
国
々
お
い
て
は
階
級
闘
争
は
ほ
と
ん
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ど
例
外
な
く
政
治
的
性
格
を
帯
び
る
。
実
際
こ
の
よ
う
な
場
合
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
、
卓
越
せ
る
革
命
的

軍
団
を
形
成
す
る
衝
動
的
か
つ
矯
激
な
要
素
か
ら
自
ら
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
か
れ
ら

新
エ
リ
ー
ト
が
票
の
弾
丸
を
用
い
て
の
権
力
奪
取
へ
と
進
軍
す
る
こ
と
に
自
ら
を
限
定
す
る
と
き
で
さ

え
、
か
れ
ら
は
質
は
と
も
か
く
と
し
て

大
多
数
の
投
票
者
を
持
つ
こ
と
に
利
益
を
有
す
る
。
投
票
は
数

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
重
さ
を
量
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

さ
ら
に
こ
う
し
た
国
々
に
お
い
て
は
一
般
に
自
由
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
れ
は
新
エ
リ
ー
ト
が
別
の
道

を
歩
も
う
と
望
ん
だ
と
し
て
も
そ
れ
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
被
抑
圧
者
で
あ
る
こ
と
と
抑

圧
者
で
あ
る
こ
と
と
の
間
の
中
間
点
は
存
在
し
な
い
。
ど
う
で
も
よ
い
事
柄
に
つ
い
て
さ
え
、
政
府
と
と

も
に
あ
る
者
は
あ
ら
ゆ
る
特
権
を
有
し
、
政
府
に
敵
対
す
る
者
は
い
か
な
る
権
利
も
持
た
な
い
。
イ
タ
リ

ア
で
は
文
盲
と
い
う
口
実
で
選
挙
人
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
た
教
授
た
ち
が
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
政
府
は

高
額
の
講
演
料
を
禁
止
し
た
が
、
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ギ
ュ
エ
氏
に
と
っ
て
は
ど

う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
見
解
は
そ
れ
ほ
ど
急
進
的
・
社
会
主
義
的
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
団
体
に
関
す
る
法
律
が
作
ら
れ
た
と
き
、
目
的
は
た
だ
一
つ
、
そ
の
法
律
が
政
府
の
気

に
入
る
よ
う
な
団
体
の
形
成
を
助
成
し
、
政
府
の
気
に
入
ら
な
い
よ
う
な
団
体
の
形
成
を
妨
げ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ほ
ど
な
く
宗
教
団
体
は
許
可
さ
れ
、
政
治
に
携
わ
る
労
働
者
団
体
は
禁
止
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
役
割
が
単
純
に
逆
転
し
た
。
宗
教
団
体
は
禁
止
さ
れ
、
社
会
主
義
者
団
体
あ

る
い
は
無
政
府
主
義
者
の
団
体
さ
え
許
可
さ
れ
て
い
る
。 

 

か
つ
て
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
何
か
こ
れ
と
類
似
的
な
も
の
が
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
悪
習
に
従
っ
た
少
な

か
ら
ぬ
国
々
で
い
ま
な
お
見
ら
れ
る
の
と
似
た
諸
結
果
を
生
み
出
し
た
。
人
々
が
自
ら
の
状
況
を
改
善
し

よ
う
と
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
た
め
に
一
つ
の
道
し
か
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
か

れ
ら
は
そ
の
道
を
選
ぶ
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
す
べ
て
が
政
治
に
依
存
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
万
人
が
政
治
に
携
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
で
は
進
化
は
も
う
一
つ
別
の
方
向
に
伸
び
た
。
結
社
の
自
由
は
、
政
府
の
味
方
で
あ

れ
敵
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
市
民
の
た
め
に
樹
立
さ
れ
て
い
た
。
か
つ
ま
た
以
前
の
状
況
も
い
く
つ
か
の
点

で
大
陸
に
存
在
し
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
自
由
は
古
く
か
ら
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
。
市
民
た
ち
は
政
府
に
対
す
る
か
れ
ら
の
独
立
性
を
保
護
す
る
法
律
を
ず
っ
と
以
前
か
ら

手
に
入
れ
て
い
た
。
今
日
に
お
い
て
さ
え
、
「
進
歩
」
の
道
程
に
お
い
て
大
変
進
ん
で
い
る
と
自
ら
に
つ

い
て
思
っ
て
い
る
多
く
の
国
々
も
い
ま
だ
人
身
保
護
法
に
よ
る
権
利
を
享
受
し
て
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人

は
こ
の
権
利
を
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
の
時
代
以
来
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
）
。
そ
し
てH

allam

は
、
少
な

く
と
もPlantagenets

の
時
代
以
来
、
確
実
に
起
源
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
力
に
つ
い
て
そ
の
恣
意

的
行
使
を
禁
ず
る
法
律
は
き
わ
め
て
僅
か
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
一

九
世
紀
の
終
わ
り
で
も
ま
だ
市
民
は
単
な
る
行
政
的
判
断
で
投
獄
さ
れ
た
り
追
放
さ
れ
た
り
が
可
能
で
あ

っ
た
。
も
し
イ
タ
リ
ア
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
市
民
が
公
務
員
に
よ
っ
て
利
益
を
侵
害
さ
れ
た

と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
彼
は
裁
判
所
の
審
理
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
権
限
争
議
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
存
在
す
る
。
こ
の
市
民
を
慰
め
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
直
接
に
せ
よ
間
接

に
せ
よ
、
公
務
員
を
庇
う
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
に
害
を
与
え
た
大
臣
を
失
脚
さ
せ
る
権
限
は
、
議
会
に
属

す
る
、
と
。
こ
れ
は
見
事
な
冗
談
で
あ
る
。
第
一
に
こ
れ
は
、
議
会
の
多
数
派
が
議
会
の
行
為
の
唯
一
の

審
判
者
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
専
制
政
治
を
特
徴
づ
け
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
市
民
に
加
え
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
害
は
多
数
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
内

閣
を
転
覆
さ
せ
る
に
は
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
こ
う
し
た
こ
と
は
全
く
存
在
し
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な
い
。
根
本
的
な
行
動
基
準
は
「
あ
ら
ゆ
る
過
誤
に
は
療
法
が
存
在
す
る
」
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
性
質

の
も
の
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
異
議
申
し
立
て
は
司
法
の
権
威
に
従
わ
せ
ら
れ
る
。

後
に
自
治
（self 

governm
ent

）
は
自
由
を
利
用
す
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
の
永
遠
の
学
校
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
初
め
ま
で

自
由
を
利
用
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
、
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
の
教
訓
が
下
層
階
級
に
と
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か

れ
ら
は
い
か
な
る
場
合
に
も
、
上
流
階
級
に
範
を
取
る
と
い
う
、
非
常
に
顕
著
な
一
傾
向
を
有
し
て
い
る
。

か
れ
ら
は
新
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
自
分
た
ち
に
敵
対
的
に
用
い
ら
れ
た
や
り
方
を
自
分
た
ち
の

利
益
に
な
る
よ
う
に
転
換
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
民
公
会
は
統
治
す
る
た
め
に
、
基

本
的
に
、
ル
イ
一
四
世
に
ま
で
遡
る
や
り
方
を
適
用
す
る
以
外
の
こ
と
は
な
に
も
し
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
労
働
者
階
級
は
、
支
配
階
級
が
享
受
し
て
い
た
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
闘
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
か
つ

て
は
労
働
者
を
抑
圧
す
る
た
め
に
経
営
者
を
助
け
た
政
府
が
、
突
如
反
対
の
極
に
移
り
経
営
者
を
抑
圧
す

る
た
め
に
労
働
者
を
助
け
る
と
い
っ
た
こ
と
を
せ
ず
に
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
の
間
は
公
平
な
中
間
に

と
ど
ま
っ
た
の
は
こ
う
し
た
状
況
と
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
れ
な
い
別
の
事
情
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
の
政

府
は
公
共
の
秩
序
が
乱
さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
こ
と
に
自
ら
を
限
定
し
て
、
雇
用
者
と
被
雇
用
者
と

を
相
闘
う
に
ま
か
せ
た
。
こ
れ
は
理
論
的
考
察
あ
る
い
は
な
に
か
「
不
滅
の
原
理
」
の
適
用
の
結
果
で
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
厖
大
な
事
実
の
客
観
的
結
果
、
と
り
わ
け
権
力
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
が
ま
だ
自
ら
の
地

位
の
一
部
を
維
持
す
る
に
十
分
な
ほ
ど
に
強
力
で
あ
っ
た
と
き
に
譲
歩
し
た
こ
と
の
客
観
的
結
果
、
で
あ

る
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
、
か
つ
て
は
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、

今
日
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
支
配
階
級
に
長
期
に
わ
た
っ
て
権
力
を
保
持
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し

め
た

強
力
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ー
ト
の
周
流
が
遮
断
さ
れ
ず
、
旧
エ
リ
ー
ト
が
新
エ
リ
ー

ト
に
場
所
を
開
け
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

（
１
）
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
のC

om
m

entaire, 

Ⅰ, 

１
に
は
次
の
よ
う
な
観
察
が
あ
る
。
「
こ
の
点
に
つ
い
て
大
憲
章
は
次

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
『
自
由
人
は
彼
自
身
の
同
輩
に
よ
る
裁
き
に
よ
る
か
あ
る
い
は
法
に
よ
る
許
可
な
い
し
は
命
令

に
よ
る
以
外
は
逮
捕
あ
る
い
は
監
禁
さ
れ
得
な
い
。
』
・
・
・
も
し
あ
る
人
物
が
不
法
な
法
廷
の
命
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

陛
下
の
命
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
陛
下
の
諮
問
会
議
の
命
に
よ
っ
て
、
自
由
が
剥
奪
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
拘
禁
が
正
当
か

つ
適
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
玉
座
裁
判
所
あ
る
い
は
普
通
裁
判
所
の
判
事
の
前
に
彼
が
護
送
さ
れ
る
よ
う
に
、
人

身
保
護
法
に
よ
る
勅
書
が
か
れ
の
簡
単
な
要
請
に
基
づ
い
て
授
け
ら
る
べ
き
こ
と
が
、
チ
ャ
ー
ル
ス
二
世
の
命
令
書
に
よ
っ

て
命
令
さ
れ
て
い
る
。
・
・
・
通
俗
に
は
人
身
保
護
法
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
、
チ
ャ
ー
ル
ス
二
世
の
命
令
書
三
一
号
に
よ

っ
て
、
こ
の
勅
書
を
要
請
す
る
方
式
は
き
わ
め
て
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
お
り
そ
れ
を
獲
得
す
る
権
利
は
き
わ
め
て
堅
固
に
確

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
権
利
が
存
続
す
る
限
り
は
イ
ギ
リ
ス
の
い
か
な
る
国
民
も
こ
の
法
律
以
外
の
い
か
な
る
権
威
に

よ
っ
て
も
拘
禁
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」 

 

ブ
ラ
ハ
ム
卿
は
そ
の
著
書
『
政
治
家
』
（H

om
m

es d'Etats )

の
な
か
で
、
大
憲
章
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
人
身
保
護
法
に

つ
い
て
、
ま
た
こ
の
大
憲
章
を
獲
得
し
た
男
爵
た
ち
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
鉄
の
男
爵

た
ち
（
私
は
近
代
の
絹
の
男
爵
た
ち
と
比
較
す
る
と
き
に
は
か
れ
ら
を
こ
う
呼
ぶ
）
は
護
民
官
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
ら

の
粗
野
な
ラ
テ
ン
語
三
語 nullus liber hom

o

（
★
） 

は
古
典
す
べ
て
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
」 

  

★
訳
注 

 

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
第
３
９
条
の
冒
頭
の
三
語
で
あ
る
。
３
９
条
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

N
ullus liber hom

o capiatur, vel im
prisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo m

odo destruatur, 

nec super eum
 ibim

us, nec super eum
 m

ittem
us, nisi per legale judicum

 parium
 suorum

 vel per legem
 terre.(

い
か
な

る
自
由
人
も
捕
捉
、
投
獄
、
侵
奪
、
法
度
、
追
放
を
被
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
他
の
形
で
損
害
を
被
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
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同
身
分
の
者
に
よ
る
法
的
判
断
な
い
し
国
内
法
に
よ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
わ
れ
は
か
か
る
者
を
糾
弾
も
し
く
は
拘
束
す
る

こ
と
は
な
い
。
） 

  

な
お
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
由
が
樹
立
さ
れ
た
理
由
が
何
で
あ
れ
、

そ
の
事
実
そ
の
も
の
は
存
続
す
る
。
そ
れ
以
後
は
新
し
い
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
政
治
権
力
の
奪
取
以
外
の

別
の
道
が
、
そ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
開
け
て
い
る
。
古
い
労
働
組
合
も
い
く
つ
か
の
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
暗
中
模
索
は
あ
っ
た
が
、
お
お
む
ね
こ
の
道
に
入
っ
た
。 

 

こ
こ
で
も
ま
た
政
府
と
同
じ
よ
う
に
労
働
組
合
も
あ
る
種
の
理
論
的
原
理
か
ら
の
論
理
的
演
繹
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
組
合
は
そ
れ
に
と
っ
て

都
合
が
よ
い
と
き
に
は
流
れ
に
従
い
、
有
害
だ
と
思
わ
れ
る
と
き
に
は
流
れ
に
抵
抗
し
た
。
か
く
し
て
一

連
の
作
用
・
反
作
用
が
生
じ
、
結
局
の
と
こ
ろ

小
抵
抗
線
の
方
向
へ
の
運
動
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
古
い
エ
リ
ー
ト
は
ま
だ
十
分
に
強
力
で
あ
り
、
そ
の
地
位
を
暴
力
的
に
奪
う
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
ま
だ
大
陸
の
あ
る
種
の
エ
リ
ー
ト
の
よ
う
に
熱
狂
的
愚
行
に
と
り

つ
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
大
陸
エ
リ
ー
ト
は
そ
の
国
々
に
存
在
し
て
い
た
保
守
的
諸
制
度
を
す
べ
て
破

壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。
英
国
上
院
は
ま
だ
有
効
性
を
保
っ
て
い
る
。
人
々
は
理
論

的
斉
一
性
へ
の
愛
ゆ
え
に
様
々
に
異
な
る
地
域
法
制
の
す
べ
て
を
破
壊
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
ま
た
政
治
家
た
ち
の
絶
対
的
権
力
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
を
組
織
的
に
阻
止
す
る
と
い
っ
た
こ
と

も
し
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
お
そ
ら
く
い
つ
の
日
に
か
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
し
あ
た

り
ま
だ
そ
う
し
た
こ
と
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
に
お
い
て
は
政
治
的
・
社
会
的
宣
言
に
留

ま
る
労
働
者
は
全
く
何
も
獲
得
す
る
も
の
は
な
い
。
他
方
、
組
合
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
自
ら
の
運
命
の

改
善
を
実
際
的
・
直
接
的
目
的
と
し
て
掲
げ
た
労
働
者
は
、
成
功
と
い
う
栄
誉
あ
る
成
果
を
見
た
。
全
く

自
然
に
あ
る
淘
汰
が
行
わ
れ
た
。
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
組
合
に
向
か
っ
て
動
員
さ
れ
、
住
民
の
う
ち
の
屑

の
み
が
政
治
家
に
く
っ
つ
い
て
い
た
。
我
々
の
知
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
も
し
こ
の
動
き
が
こ
の

ま
ま
続
く
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
で
準
備
さ
れ
て
い
る
暴
力
革
命
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

初
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
際
に
起
こ
っ
た
の
と
似
た
現
象
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。 

ド
イ
ツ
も
ま
た
別
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
危
機
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
主
義
者
が

選
挙
の
際
に
獲
得
す
る
票
数
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
に
は
及
ば
な
い
。
第
一
に
、
こ

の
社
会
主
義
者
と
い
う
ラ
ベ
ル
に
投
ぜ
ら
れ
た
票
の
う
ち
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
あ
り
な
が
ら
単
に
政
府

に
反
対
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
自
ら
を
「
自
由
主
義
者
」
と
信
じ
て
い
る
も
の
が
多
数
含
ま
れ
る
。
次
に
、

こ
れ
が
重
要
な
事
実
で
あ
る
が
、
古
い
エ
リ
ー
ト
が
ド
イ
ツ
、
と
く
に
プ
ロ
シ
ア
で
は
生
命
力
と
活
力
に

満
ち
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
古
い
エ
リ
ー
ト
は
、
と
り
わ
け
プ
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
軍
隊
に
優
秀
な
将

校
を
供
給
し
、
国
家
に
対
し
て
は
優
秀
な
官
吏
を
提
供
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は

も
重
要
な
社
会
的
機
能

を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
が
わ
し
い
点
は
、
い
つ
に
せ
よ
将
来
の
時
点
で
軍
隊
が
ど
う
な
る
か

に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
（
１
）
。
現
時
点
で
は
そ
れ
は
卓
越
し
て
い
る
。
し
か
し
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま

ま
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

 
 

（
１
）
我
々
の
社
会
に
お
け
る
憲
法
と
、
軍
隊
の
社
会
的
役
割
と
は
、
多
く
の
人
々
が
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、G

. M
osca, Elem

enti di scienza politica, R
om

e, 

１
８
９
６
・ 

を

見
よ
。 

 G
.Le B

on

はPsychologie du socialism
e, p

・
３
９
１ 

に
お
い
て
国
民
皆
兵
制
が
も
た
ら
す
危
険
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
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言
う
。
「
こ
こ
に
こ
そ
諸
政
府
が
い
ま
だ
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
危
険
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
上
言
う
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
」 

  

組
合
は
い
か
な
る
理
論
的
考
察
に
よ
っ
て
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
導
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え

に
、
事
態
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
判
断
す
る
際
に
は
、
国
家
に
よ
る
干
渉
に
訴
え
る
こ
と

に
も
全
く
疚
し
さ
を
感
じ
な
い
。
か
く
し
て
組
合
は
退
職
年
金
が
す
べ
て
の
市
民
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を

要
求
す
る
。
組
合
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
と
し
て
の
原
則
と
い
か
な
る
矛
盾
に
も
陥
る
わ
け
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
ら
は
原
則
持
た
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
た
だ
一
つ
次
の
原
則
を
持
つ
だ
け
だ
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
可
能
な
限
り
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
運
命
を
実
践
的
に
改
改
善
す
べ
く
努
力
す
る
と
い
う
原

則
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
理
は
、
あ
る
種
の
夢
想
家
た
ち
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
よ
う
と

も
、
「
労
働
の
統
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
」
や
別
の
似
た
よ
う
な
絵
に
描
い
た
餅
な
ど
よ
り
遙
か
に
、

労
働
者
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
社
会
全
体
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。 

 

抽
象
的
一
般
的
な
原
理
原
則
に
社
会
を
従
わ
せ
よ
う
と
望
む
理
論
家
は
こ
の
こ
と
を
つ
い
に
理
解
で
き

な
い
。
社
会
現
象
の
複
雑
さ
は
完
全
に
か
れ
ら
の
理
解
を
超
え
る
。
か
れ
ら
は
、
社
会
と
い
う
も
の
を
い

く
つ
か
の
原
理
か
ら
論
理
的
に
、
そ
し
て
完
璧
な
厳
密
さ
に
お
い
て
演
繹
さ
れ
た
、
一
種
の
幾
何
学
的
抽

象
と
し
て
以
外
に
心
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
相
対
立
す
る
二
つ
の
原
理A

,B

を
想
定
せ
よ
。
わ
れ
ら

が
理
論
家
は
あ
る
社
会
の
な
か
に
、
原
理A

か
ら
の
い
く
つ
か
の
逸
脱
現
象
を
観
察
す
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
か
れ
ら
は
こ
の
社
会
は
原
理B

に
従
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
。
実
際
、
あ
る
社
会
が
必
ず
．
．

ひ
と
つ
の

．
．
．
． 

原
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
原
理
がA
で
な
い
な
ら
ば
、B

以
外

に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
別
の
理
論
家
た
ち
が

原
理B

に
関
心
を
集
中
す
る
場
合
に
は
、
か
れ
ら
は
同
じ
く
こ
の
原
理
か
ら
の
い
く
つ
か
の
逸
脱
現
象
を

発
見
し
、
同
じ
く
全
く
正
当
に
、
こ
の
国
は
原
理A

に
従
っ
て
い
る
と
結
論
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

近
イ
ギ
リ
ス
で
は
石
炭
に
輸
出
税
が
掛
け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
わ
れ
ら
が
理
論
家
は
次
の

よ
う
な
申
し
分
の
な
い
論
証
を
展
開
し
て
い
る
。
石
炭
に
つ
い
て
の
輸
出
税
は
明
ら
か
に
経
済
領
域
へ
の

国
家
の
干
渉
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
由
貿
易
は
経
済
領
域
へ
の
国
家
の
不
干
渉
を
原
理
と
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
輸
出
税
の
設
立
は
イ
ギ
リ
ス
が
自
由
貿
易
を
放
棄
し
保
護
主
義
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
。 

 

輸
出
税
が
、
保
護
関
税
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
そ
の
逆
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
論
じ
な

い
で
お
く
。
上
の
論
証
を
よ
り
説
得
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
あ
る
商
品
の
輸
入
税
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
場
合
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
で
も
や
は
り
保
護
主
義
と
の
結
論
は
間
違
っ
て
い
る
。
問
題

は
量
で
あ
っ
て
質
で
は
な
い
。
も
し
あ
る
国
が
あ
る
一
つ
の
商
品
に
つ
い
て
保
護
関
税
を
施
し
、
他
の
す

べ
て
商
品
に
つ
い
て
は
自
由
に
入
り
込
ま
せ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
国
は
僅
か
に
保
護
主
義
で
あ
り
、
大
い

に
自
由
貿
易
主
義
で
あ
る
。
も
し
そ
の
国
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
商
品
に
保
護
関
税
を
施
す
な
ら
ば
、
そ

の
国
は
大
い
に
保
護
主
義
で
あ
り
、
ほ
ん
の
僅
か
自
由
貿
易
で
あ
る
。 

 

組
合
は
、
国
家
干
渉
の
原
理
あ
る
い
は
不
干
渉
の
原
理
の
妙
所
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
一
ペ
ニ
ー

で
も
提
供
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
組
合
は
自
ら
の
利
益
に
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
従
っ
て
、

こ
う
し
た
干
渉
に
訴
え
た
り
訴
え
な
か
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
多
く
の
場
合
に
お

い
て
組
合
は
国
家
干
渉
に
訴
え
な
い
ほ
う
が
自
ら
の
利
益
に
な
る
と
判
断
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
事
実
は
、
何
で
あ
れ
い
ず
れ
か
の
原
理
へ
の
執
着
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
理
論
家
た
ち
は
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そ
れ
を
残
念
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
組
合
が
存
在
す
る
の
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
福
利
の
た
め
で
あ
っ

て
、
理
論
家
た
ち
に
喜
び
を
供
給
す
る
た
め
で
は
な
い
（
１
）
。 

 

（
１
）
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
諦
め
き
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
あ
る
委
員
会

を
辞
任
し
た
。
「
富
裕
で
教
養
あ
る
中
流
階
級
の
子
弟
で
あ
る
私
は
わ
が
同
胞
た
ち
の
無
知
と
無
気
力
に
驚
い
て
お
り
、
長

年
月
に
わ
た
る
我
々
の
激
し
い
運
動
の
結
果
を
見
て
深
く
落
胆
し
て
い
る
。
」 

 

一
九
〇
一
年
ス
ワ
ン
シ
ー
の
大
会
で
は
、
集
産
主
義
的
傾
向
の
動
議
が
、
六
八
万
五
千
票
対
二
六
万
四
千
票
で
否
決
さ
れ

た
。 

  

イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
自
ら
の
仕
事
は
自
分
自
身
で
行
う
。
し
ば
し
ば
古
い
エ
リ
ー
ト
の
屑

に
す
ぎ
な
い
政
治
家
に
指
導
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。
一
九
〇
一
年
九
月
、
ス
ワ
ン
シ
ー
で
開
催
さ
れ
た
組

合
大
会
で
ロ
ン
ド
ン
の
印
刷
工
出
身
の
委
員
長
バ
ウ
ア
ー
マ
ン
は
階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
通
俗
的
な
考
え

方
と
縁
を
切
り
、
労
働
者
は
自
ら
の
階
級
の
福
利
の
た
め
に
自
ら
の
力
を
行
使
し
、
国
民
に
対
し
て
も
企

業
家
に
対
し
て
も
害
を
与
え
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
実
際
、
破
壊
の
た
め
の
破
壊
は

気
違
い
じ
み
た
人
間
の
行
為
で
あ
る
。
聡
明
な
狩
猟
家
は
彼
が
必
要
と
す
る
獲
物
を
殺
す
の
で
あ
っ
て
、

獲
物
の
命
を
奪
う
こ
と
を
楽
し
み
と
は
し
な
い
。
労
働
組
合
は
企
業
家
か
ら
で
き
る
限
り
の
も
の
を
引
き

出
そ
う
と
す
る
が
、
か
れ
ら
の
破
滅
を
望
む
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
逆
に
組
合
は
自
身
へ
の
分
け
前
を
多

く
す
る
た
め
に
か
れ
ら
企
業
家
が
多
く
稼
ぐ
こ
と
を
望
む
。
こ
れ
は
聡
明
な
階
級
闘
争
で
あ
る
。 

 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
進
化
の
方
向
に
つ
い
て
は
い
く
つ
も
の
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。 

 

も
し
、
現
在
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
の
抵
抗
が
弱
化
す
る
な
ら
ば
、
も
し

小
抵
抗
線
が
移

動
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
は
か
れ
ら
が
現
在
た
ど
っ
て
い
る
道
を
放
棄
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
、

大
陸
に
お
け
る
か
れ
ら
の
同
輩
を
模
倣
し
て
単
純
に
政
治
権
力
を
奪
取
し
よ
う
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
解
く
こ
と
が
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
現
象
に
は
間
違
い
な
く
き
わ
め
て
多
数
の
事
実
が
影

響
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に
は
あ
る
肯
定
的
な
解
答
が
予
測
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
人
道
主
義
的
倫
理
的
潮
流
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
大
陸
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た
の
と
あ
ま
り
違
わ

な
い
効
果
を
も
っ
た
。
こ
の
潮
流
は
、
社
会
的
分
解
の
作
用
を
停
止
さ
せ
た
帝
国
主
義
的

．
．
．
．
．
反
動
に
よ
っ
て

中
断
さ
れ
は
し
た
（
１
）
。
し
か
し
、
社
会
的
分
解
は
再
び
始
ま
る
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
あ
る

一
点
に
到
達
し
た
な
ら
ば
、
多
分
新
し
い
エ
リ
ー
ト
は
古
い
エ
リ
ー
ト
の
残
り
屑
を
い
き
な
り
取
り
除
く

こ
と
に
利
益
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
一
階
級
が
尊
敬
さ
れ
る
の
は
そ
れ
の
有
す
る
力
量
に
応
じ
て
の
み
で

あ
る
。
そ
し
て
も
し
こ
の
階
級
が
自
ら
の
利
害
に
意
を
用
い
な
い
な
ら
ば
、
別
の
階
級
、
ラ
イ
バ
ル
た
ち

が
そ
の
階
級
の
利
害
に
つ
い
て
心
配
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
ど
う
し
て
か
れ
ら
は
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
分
た
ち
の
自
由
を
守
る
能
力
の
あ
る
人
間
の
み
が
そ
れ
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
由
は
他
者
か
ら
強
奪
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
た

と
え
自
由
が
強
者
か
ら
の
哀
れ
み
や
侮
蔑
と
と
も
に
か
れ
ら
に
保
存
さ
れ
た
と
し
て
も
、
か
れ
ら
は
そ
の

自
由
の
行
使
の
仕
方
を
全
く
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
将
来
に
お
い

て
も
そ
の
自
由
を
維
持
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
れ
ら
が
自
由
を
防
衛
す
る
力
を
も
つ
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
か
れ
ら
は
自
由
を
失
う
で
あ
ろ
う
。 

 

（
１
）
一
九
〇
一
年
、
ス
ワ
ン
シ
ー
に
お
け
る
組
合
大
会
に
お
い
て
帝
国
主
義
（
傍
点
）
と
戦
争
と
に
反
対
す
る
動
議
は
、

七
二
万
四
千
票
対
三
三
万
三
千
票
で
否
決
さ
れ
た
。 
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主
観
的
に
は
帝
国
主
義
（
傍
点
）
の
価
値
と
そ
の
近
い
親
戚
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
傍
点
）
の
価
値
は

高
級
の
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
客
観
的
に
は
、
こ
れ
ら
は
い
ま
だ
に
社
会
主
義
を
苦
境
に
追
い
込
む
こ
と
の
で
き
る
少
数
の
力
の
一

つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
選
択
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
傍
点
）
な
熱
中
と
人
道

主
義
的
熱
中
と
の
い
ず
れ
か
に
の
み
存
在
す
る
。 

 

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
ほ
ど
に
深
い
精
神
が
眼
前
で
起
こ
っ
た
あ
る
動
き
の
結
果
に
つ
い
て
完
全
に
思
い
違
い
を
し

た
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
『
社
会
学
原
理
』
の
著
者
は
、
教
条
主
義
的
道
徳
主
義
者
に
道
を
譲
る
た
め
に
、
そ
の

精
神
か
ら
次
第
に
姿
を
消
す
。
他
の
誰
よ
り
も
そ
の
解
明
に
貢
献
し
た
と
は
い
え
、
か
れ
は
社
会
現
象
の
極
度
の
複
雑
さ
を

忘
れ
、
す
べ
て
の
社
会
問
題
を
少
数
の
倫
理
的
戒
律
の
適
用
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
帝
国
主
義
（
傍
点
）
が

イ
ギ
リ
ス
で
実
現
さ
れ
た
社
会
的
分
解
作
用
を
加
速
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
中
断
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
彼
は
市
民
同
胞
が
あ
ら
ゆ
る
好
戦
的
資
質
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
願
い
、
か
れ
ら
に
対
し
て
、
も
し
そ
れ

が
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
か
れ
ら
を

初
の
犠
牲
・
餌
食
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
よ
う
な
放
棄
・
断
念
の
教
義
を
説
教
す
る

の
で
あ
る
。 

  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
労
働
者
た
ち
は
指
導
者
で
あ
り
、
そ
の
同

盟
者
た
る
政
治
家
た
ち
と
国
家
社
会
主
義
を
大
規
模
に
試
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
は
大
部

分
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
人
種
が
こ
う
し
た
現
象
に
対
し
て
は
ほ
と
ん

ど
影
響
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
さ
え
、
労
働
者
た
ち
は
理
論

的
社
会
主
義
を
作
り
上
げ
よ
う
と
は
し
な
い
。
か
れ
ら
は
「
未
来
の
進
化
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
気
に
掛

け
な
い
。
か
れ
ら
は
た
だ
使
う
た
め
の
金
を
で
き
る
だ
け
多
く
持
ち
た
い
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。
多
分
か

れ
ら
は
金
の
卵
を
産
む
雌
鳥
を
絞
め
殺
し
て
い
る

中
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
雌
鳥
は
か
な
り

重
症
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
強
制
仲
裁
に
関
す
る
法
律
は
、
少
な
く
と
も

ア
メ
リ
カ
の
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
領
事W

.

デ
ィ
リ
ン
ガ
ム
の
公
式
報
告
に
よ
れ
ば
な
ん
ら
良
い
結
果
を
も
た

ら
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
済
的
衰
退
の
兆
候
が
現
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
し
実
践
が
こ
れ
ら

二
つ
の
国
民
に
対
し
て
間
違
っ
た
道
を
歩
み
続
け
な
い
よ
う
に
教
え
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

も
し
仮
に
大
陸
諸
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
て
い
る
の
と
似
た
よ
う
な
社
会
的
法
体
制
を
採
用
し
て
い

た
な
ら
ば
、
そ
の
効
果
は
同
じ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
自
由
主
義
的
経
済
学
者
は
イ
エ
ス
と
答
え
る
。
か

れ
ら
は
、
自
由
は
ど
こ
で
で
も
同
じ
有
益
な
効
果
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
か
つ
て
は
我
々
の
見

解
も
、
若
干
の
限
定
付
き
で
、
同
様
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
科
学
的
根
拠
が
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ま
ず
第
一
に
、
別
の
国
に
移
植
さ
れ
た
あ
る
国
の
制
度
の
効
果
を
類
推
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
問

題
で
あ
る
場
合
に
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
一
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
議
会
制
は
イ
ギ
リ
ス
で
発
展

し
、
少
な
か
ら
ぬ
国
々
が
そ
れ
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
戯
画
し
か
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
一
国
民
の
進
化
全
体
の
方
向
を
変
え
る
た
め
に
は
た
だ
一
つ
の
事
実
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
力
の
座
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
抵
抗
力
の
不
足
を
埋
め
合

わ
せ
る
い
か
な
る
法
的
手
段
も
存
在
し
な
い
。
自
由
は
人
々
に
そ
の
活
動
力
を
展
開
す
る
こ
と
を
可
能
な

ら
し
め
る
一
条
件
で
あ
る
が
、
も
し
人
々
に
活
動
力
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
自
由
な
る
も
の
が
か
れ

ら
に
と
っ
て
無
用
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
兵
士
た
ち
を
戦
場
へ
導
く
こ
と
が
で
き
ず
、
い

た
る
こ
と
ろ
で
か
れ
ら
が
逃
亡
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

も
巧
を
極
め
た
戦
略
も
何
の
役
に
立
と
う
か
。 

 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
社
会
的
法
体
制
の
結
果
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
可
能

271



                                                                                                      

性
の
あ
る
い
く
つ
か
の
事
実
は
、
実
際
に
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
法
体
制
に
よ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
は
大
部
分
別
の
事
情
、
と
り
わ
け
自
由
の
世
紀
的
実
践
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
エ
リ

ー
ト
集
団
が
自
ら
の
利
害
を
防
衛
す
る
仕
事
を
も
っ
ぱ
ら
政
府
に
委
ね
る
場
合
に
は
、
そ
の
集
団
は

後

に
は
、
ま
さ
に
こ
の
防
衛
を
保
証
す
る
、
男
性
的
資
質
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
に
は
奴
隷
蟻
に
つ
い
て
起
こ
る
こ
と
と
類
似
し
た
な
に
ご
と
か
が
起
こ
る
の
で
あ
る
（
１
）
。 

 

（
１
）
自
分
が
捕
ら
え
る
別
の
蟻
ー
ー
奴
隷
と
言
わ
れ
る
ー
ー
の
助
け
な
し
に
は
生
き
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
な
い
、

polyergus rufescens 

の
よ
う
な
蟻
が
い
る
。 

 

「
こ
の
蟻
た
ち
は
ー
ー
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
言
う
ー
ー
か
れ
ら
の
奴
隷
の
奉
仕
に
絶
対
的
に
依
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は

こ
の
奴
隷
蟻
の
助
け
な
し
に
は
こ
の
種
は
確
実
に
一
年
で
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
・
・
・
働
き

蜂
た
ち
は
奴
隷
の
捕
獲
に
お
い
て
多
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
勇
気
と
を
示
す
が
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
。
」
奴

隷
の
助
け
な
し
に
は
、
か
れ
ら
は
自
ら
を
養
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

ジ
ョ
ン
・
ラ
ボ
ッ
ク
卿
は
こ
の
状
態
が
お
そ
ら
く
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
「
い
つ
の
日
か
、
奴
隷

主
義
の
蟻
た
ち
が
よ
り
独
立
的
で
よ
り
高
度
の
文
明
を
達
成
し
た
別
の
蟻
の
種
族
と
闘
う
こ
と
は
無
理
だ
と
感
じ
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
」 

  

こ
の
よ
う
に
し
て
イ
タ
リ
ア
で
は
新
王
政
の
樹
立
以
来
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
自
分
た
ち
の
利
害
の
管

理
を
政
府
に
任
せ
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
一
つ
の
気
遣
い
し
か
し
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
政
権
が
反
対
派
の
手
に
落
ち
る
の
を
妨
げ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
内
部
に
お

い
て
さ
え
、
い
く
つ
も
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
党
派
が
陰
謀
、
買
収
、
時
に
は
犯
罪
行
為
（
１
）
に
よ
っ
て
政
府

の
好
意
を
争
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
に
は
及
ば
な
い
あ
る
事
情
の
結
果
、
一

つ
の
内
閣
、
自
由
に
つ
い
て
何
度
か
臆
病
な
テ
ス
ト
を
し
よ
う
と
し
た
ザ
ナ
ル
デ
ー
リ
＝
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ

の
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た
。
多
年
来
は
じ
め
て
政
治
権
力
が
ス
ト
ラ
イ
キ
で
中
立
を
守
っ
た
。
こ
の
政
治
権

力
は
、
必
要
な
場
合
に
は
力
に
訴
え
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
、
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
自
ら
を
限
定
し
た

（
２
）
。
土
地
所
有
者
と
産
業
家
は
条
件
の
改
善
を
求
め
て
い
た
働
き
手
と
の
単
独
の
闘
い
に
放
り
込
ま

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
恐
慌
狼
狽
ぶ
り
ほ
ど
喜
劇
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
働
き
手
と
の
闘

い
に
つ
い
て
な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
行
動
の
本
質
は
つ
ね
に
、
こ
の
種
の
困
難
が

生
じ
た
と
き
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
代
議
士
に
伝
え
、
代
議
士
は
そ
れ
に
つ
い
て
大
臣
に
伝
え
、
さ
ら
に
大

臣
は
警
視
総
監
に
命
令
し
、
そ
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
が
抑
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
３
）
。
こ
う

し
た
厳
し
い
措
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
土
地
所
有
者
の
気
に
入
っ
た
値
段
で
収
穫
作
業
を
す
る
こ
と

を
望
ま
な
い
ほ
ど
に
強
情
不
屈
の
農
民
が
い
る
場
合
に
は
、
政
府
は
急
い
で
軍
隊
を
派
遣
し
て
軍
隊
に
収

穫
作
業
を
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
（
４
）
。
こ
こ
に
突
然
、
「
実
力
者
」
、
代
議
士
、
有
力
政
治
家
に
よ
っ

て
実
際
に
、
ま
た
正
式
に
支
持
さ
れ
た
要
求
、
す
な
わ
ち
あ
る
一
人
の
人
物
が
別
の
人
物
を
働
か
せ
よ
う

と
思
う
場
合
に
は
、
労
働
賃
金
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
人
間
を
彼
が
承

服
で
き
な
い
賃
金
で
働
か
せ
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
は
絶
対
に
政
府
の
権
限
で
は
な
い
こ
と
、
土
地
所

有
者
や
企
業
家
に
労
働
者
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に
は
労
働
者
を
か
れ
ら
に
供
給
す
る
こ
と
も
政
府
の
権

限
で
は
な
い
こ
と
、
政
府
は
法
律
が
遵
守
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
暴
力
が
抑
止
さ
れ
る
よ
う
に
監
督
す
れ
ば
よ
い

こ
と
、
こ
う
い
っ
た
要
求
に
応
え
る
た
め
の
政
府
が
現
れ
る
。 

  

（
１
）
ナ
ポ
リ
の
カ
モ
ラ
（cam

orra)

、
シ
チ
リ
ア
の
マ
フ
ィ
ア(m

afia)

。
不
正
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
新
王
政
の
ブ
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ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
特
に
政
治
家
た
ち
は
そ
れ
を
利
用
し
て
き
た
。
カ
モ
ラ
や
マ
フ
ィ
ア
な
し
で
選
挙
を
「
作
り
上
げ
る
」
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
だ
け
が
ナ
ポ
リ
で
カ
モ
ラ
を
公
然
と
攻
撃
す
勇
気
を
も
っ
て
い
た
。
社
会
主
義
者
が
こ
う

し
て
社
会
秩
序
の
基
礎
を
動
揺
さ
せ
る
の
を
政
府
が
大
目
に
見
て
い
る
と
し
て
多
数
の
新
聞
が
激
し
く
政
府
を
攻
撃
し
た
。

カ
モ
ラ
に
立
脚
す
る
社
会
秩
序
！ 

 

こ
れ
は
カ
モ
ラ
の
悪
事
を
黙
認
す
る
人
々
が
す
べ
て
不
誠
実
な
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
大
多
数
は
き

わ
め
て
誠
実
な
人
々
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
カ
モ
ラ
を
壊
滅
さ
せ
る
に
必
要
な
勇
気
も
精
力
も
忍
耐
力
も
も
た
な
い
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
か
れ
ら
は
彼
ら
自
身
は
放
棄
し
た
使
命
を
社
会
主
義
者
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。 

 

（
２
）
ベ
ッ
ラ
の
フ
ェ
ラ
レ
シ
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
よ
る
ボ
ニ
フ
ィ
シ
ェ
・
フ
ェ
ラ
レ
シ
社
の
財
産
侵
害
を
阻
止
す

る
た
め
に
、
軍
隊
が
発
砲
し
数
人
の
負
傷
者
が
出
た
。 

 

社
会
主
義
者
た
ち
は
か
れ
ら
が
大
い
に
享
受
し
て
い
る
自
由
を
保
障
し
て
く
れ
て
い
る
内
閣
を
あ
ま
り
非
難
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
民
的
諸
党
派
に
と
っ
て
は
、
「
人
民
」
は
決
し
て
間
違
い
得
な
い
と
い
う
公
理
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
か
れ
ら
に
は
贖
罪
の
山
羊
が
必
要
で
あ
っ
た
。
軍
隊
の
派
遣
を
命
じ
た
の
は
中
尉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
将
校

は
そ
の
義
務
の
遂
行
に
お
い
て
人
民
的
諸
党
派
に
対
し
て
大
い
に
貢
献
し
た
。
ボ
ニ
フ
ィ
シ
ェ
・
フ
ェ
ラ
レ
シ
社
の
財
産
を

侵
害
し
よ
う
と
し
た
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
た
ち
は
、
も
う
一
つ
別
の
財
産
を
侵
害
し
そ
の
所
有
者
に
対
す
る
重
大
な
暴
力
行
為
に

従
事
し
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
か
れ
ら
が
そ
の
や
り
方
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
な
ら

ば
、
も
し
か
れ
ら
が
そ
の
所
業
の
途
中
で
逮
捕
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
徐
々
に
度
を
増
し
て
い
た
そ
の
動
き
は
、
厳

し
い
弾
圧
が
必
要
と
な
り
ザ
ナ
ル
デ
ー
リ
内
閣
が
反
動
的
な
内
閣
に
権
力
を
譲
る
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
暴

力
行
為
に
ま
で
行
き
着
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

イ
タ
リ
ア
の
社
会
主
義
政
党
の
指
導
者
の
大
部
分
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
こ
の
真
理
を
理
解
す
る
だ
け
の
長
所
は

も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
ザ
ナ
ル
デ
ー
リ
内
閣
に
対
す
る
支
持
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
。 

 

（
３
）A

.

デ.

ヴ
ィ
テ
ィ.

マ
ル
ゴ
教
授
はG

iornale degli Econom
isti

１
８
９
９
年
一
月
号
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

《In caso di sciopero , gli scioperanti si sono trovati di fronte non i padroni , m
a gli agenti di polizia com

e se questi 

ne fossero stati i procuratori legittim
i.

》 

 

（
４
）V

ita Internationale

、M
ilano 

に
お
け
るF.papafava 

とE.V
idari 

教
授
と
の
論
争
を
参
照
。V

idari
教
授
は
、

土
地
所
有
者
が
収
穫
の
た
め
に
、
か
れ
ら
の
「
自
然
の
保
護
者
」
た
る
政
府
に
訴
え
か
け
る
こ
と
を
完
全
に
正
当
と
す
る
。 

 

こ
う
し
た
一
連
の
問
題
に
つ
い
て
はPapafava

のG
iornale degli Econom

isti 

に
お
け
る
優
れ
た
テ
ー
マ
通
信
を
参
照
。 

  
 

 

  

記
憶
の
限
り
、
人
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
政
府
の
援

助
を

も
必
要
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
政
府
の
援
助
が
な
い
と
す
れ
ば
、
全
く
政
治
家
の
た
め
に
捧

げ
ら
れ
た
人
生
な
る
も
の
は
、
あ
あ
、
一
体
何
の
役
に
立
つ
の
か
、
選
挙
の
際
に
発
揮
さ
れ
る
全
情
熱
は

何
の
役
に
立
つ
の
か
、
少
し
く
影
響
力
あ
る
者
な
ら
ば
ど
ん
な
陰
謀
家
に
で
も
屈
服
す
る
こ
と
は
何
の
役

に
立
つ
の
か
。 

 

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
善
良
な
人
士
た
ち
は
、
驚
愕
状
態
か
ら
少
し
く
立
ち
直
る
と
、
自
由
が
支
配

し
て
い
る
国
々
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
あ
る
も
の
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
「
自
助
」
（self help

）
と
名
付
け
る

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
す
る
に
い
た
る
。
そ
れ
で
か
れ
ら
は
、
土
地
所
有
者
と
企
業
家
た
ち
の
団

体
を
農
民
と
労
働
者
の
団
体
に
対
置
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
そ
の
や
り
方
の
ぎ
こ
ち

な
さ
を
見
る
と
か
れ
ら
は
そ
う
い
う
こ
と
に
は
水
を
得
ぬ
魚
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
見
て

取
れ
る
（
１
）
。 
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（
１
）
１
９
０
１
年
イ
タ
リ
ア
で
は
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
者
は
き
わ
め
て
多
数
で
あ
っ
た
。
土
地
所
有
者

と
企
業
家
た
ち
は
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
き
、
か
れ
ら
の
目
的
が
で
き
る
限
り
こ
の
運
動
の
有
利
に
な
る

よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
社
会
主
義
者
に
得
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
前
か
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
妥
協
を
も
尊
大
に
拒

否
し
て
い
た
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
宣
言
さ
れ
る
や
い
な
や
、
か
れ
ら
は
慌
て
て
す
べ
て
に
妥
協
し
た
。
ミ

ラ
ノ
近
郊
の
あ
る
大
地
主
は
そ
の
小
作
人
た
ち
の
言
う
こ
と
を
聴
こ
う
と
さ
え
し
な
か
っ
た
。
小
作
人
た

ち
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
は
し
た
が
、
こ
の
大
地
主
の
館
を
略
奪
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の

と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
か
れ
は
す
べ
て
に
妥
協
す
る
の
で
あ
る
。
小
作
人
た
ち
に
対
し
て
暴
力
と
略
奪

と
が
そ
の
生
活
条
件
を
改
善
す
る
た
め
に
取
り
う
る
唯
一
の
道
で
あ
る
と
教
え
た
い
な
ら
ば
こ
れ
以
外
の

や
り
方
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。 

  

教
訓
は
か
れ
ら
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
ま
た
社
会
科
学
が
こ
の
種
の
問
題
を
解
き
う
る
ほ
ど
十
分
に
進
歩
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
も

し
教
訓
が
か
れ
ら
に
役
立
つ
と
す
れ
ば
、
か
れ
ら
の

大
の
恩
人
は
、
か
れ
ら
の
敵
に
対
し
て
好
意
的
で

あ
る
と
か
れ
ら
が
現
在
判
断
し
て
い
る
内
閣
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
１
）
。 

  

（
１
）
バ
ッ
サ
ー
ノ
・
ガ
バ
氏
は
保
守
政
党
に
属
し
て
い
る
が
、
自
ら
の
味
方
と
対
立
し
た
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
由
か
ら
結
果
し
う
る
効
果
を
認
識
し
て
い
る
。Perseveranza 

に
寄
せ
た
書
簡
の
な
か
で
か
れ
は
次
の
よ
う
に
言

う
。
「
決
然
た
る
、
威
嚇
的
な
闘
争
の
展
望
な
く
し
て
は
、
資
本
家
と
土
地
所
有
者
は
、
特
に
我
々
の
国
民
性
を
考
え
れ
ば
、

こ
う
し
た
同
盟
や
団
結
ー
ー
ー
こ
れ
ら
は
か
れ
ら
を
未
来
に
お
け
る
闘
争
に
向
け
て
準
備
さ
せ
る
う
え
で
他
の
何
よ
り
も

有
効
で
あ
ろ
う
ー
ー
ー
を
形
成
す
る
決
心
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
ス
ト
ラ
イ
キ
の
自
由
は
多
く
の
人
々

に
と
っ
て
の
利
益
、
万
人
に
役
立
つ
教
訓
、
国
家
に
と
っ
て
有
効
な
経
験
を
創
り
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」 

 

も
ち
ろ
ん
バ
ッ
サ
ー
ノ
・
ガ
バ
氏
が
書
簡
を
寄
せ
た
保
守
的
な
新
聞
は
こ
う
い
う
見
解
で
は
な
い
。
こ
の
新
聞
は
政
府
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
保
護
と
後
見
の
温
室
の
中
に
温
存
し
続
け
る
こ
と
を
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
。 

  

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
は
企
業
家
た
ち
は
労
働
組
合
が
か
れ
ら
に
与
え
た
教
訓
を
利
用
し
た
。
ノ
ー

ス
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
レ
ビ
ュ
ー
（
１
９
０
１
年
８
月
）
の
一
記
事
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
１
８
９
７
年
の
機
械

工
の
大
ス
ト
ラ
イ
キ
が
、
労
働
組
合
の
主
張
に
抵
抗
す
る
た
め
に
企
業
家
た
ち
に
も
組
合
を
創
設
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
企
業
家
た
ち
は
こ
れ
と
同
じ
目
的
で

い
く
つ
も
の
提
携
形
態
に
、
な
か
で
も
ト
ラ
ス
ト
に
訴
え
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
が
ト
ラ
ス
ト
の
中
心
的
な

目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
。 

 

単
純
す
ぎ
る
精
神
は
中
間
の
道
を
見
な
い
。
あ
る
事
物
は
す
ば
ら
し
い
か
お
ぞ
ま
し
い
か
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
。
一
方
の
人
々
は
労
働
組
合
を
称
賛
し
、
他
方
は
容
赦
な
く
そ
れ
を
非
難
す
る
。
一
方
は
ト
ラ
ス

ト
が
世
界
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
、
他
方
は
ト
ラ
ス
ト
に
対
し
て
凶
暴
な
憎
し
み
を
抱
く
。

現
実
に
は
人
間
の
す
べ
て
の
制
度
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
は
良
い
面
も
悪
い
面
も
併
せ
も
っ
た
制
度
な
の
で

あ
る
。
た
し
か
に
労
働
組
合
主
義
は
階
級
闘
争
の

良
の
形
態
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
完
璧
か
ら
は
ほ
ど

遠
い
。
そ
し
て
こ
の
世
で
い
か
な
る
も
の
が
完
璧
で
あ
る
の
か
。
労
働
組
合
の
構
成
員
は
聖
人
で
は
な
い
。

か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
利
益
の
防
衛
の
た
め
に
団
結
す
る
人
間
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
生
き

た
す
べ
て
の
人
々
、
現
在
生
き
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
、
そ
し
て
未
来
に
お
い
て
生
き
る
で
あ
ろ
う
す
べ

て
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
か
れ
ら
は
こ
の
防
衛
に
お
い
て
、
時
と
し
て
行
き
過
ぎ
る
。
か
れ
ら
も
全
知
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の
存
在
で
は
な
い
か
ら
無
知
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
か
れ
ら
が
他
の
人
々
よ
り
も
情
念
を
免
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
情
念
に
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

か
れ
ら
は
少
な
か
ら
ぬ
企
業
家
に
害
を
及
ぼ
し
、
か
れ
ら
自
身
の
稼
ぎ
の
元
を
枯
ら
し
さ
え
し
た
の
で
あ

る
。
か
れ
ら
は
時
と
し
て
改
良
さ
れ
た
機
械
の
導
入
に
反
対
し
た
が
、
こ
れ
は
も
し
国
民
が
か
く
も
馬
鹿

馬
鹿
し
い
道
を
た
ど
っ
た
な
ら
ば
、
国
民
の
滅
亡
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
非

組
合
員
労
働
者
に
対
し
て
、
恐
ら
く
は
淘
汰
作
用
が
要
求
す
る
以
上
に
、
苛
酷
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
し
ば

し
ば
労
働
者
で
あ
れ
資
本
家
で
あ
れ
弱
者
を
虐
げ
る
。
だ
が
他
方
、
か
れ
ら
は
経
験
の
教
訓
を
利
用
す
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
行
き
過
ぎ
た
と
思
っ
た
と
き
に
は
か
れ
ら
は
後
退
す
る
。
か
れ
ら
は
十
分
に
事
態

を
学
ん
だ
。
多
分
か
れ
ら
は
機
械
が
か
れ
ら
の
敵
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
か
れ
ら
の

良
の
味
方
で
あ
る
こ
と

を
認
識
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
れ
ら
が
弱
者
を
虐
待
す
る
と
し
て
も
、
か
れ
ら
が
そ
れ
で
不
都

合
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
す
で
に
強
者
を
尊
重
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
衝
動
的
な
人
間
、
先
の
読
め
な
い
人

間
、
退
化
し
た
人
間
は
決
し
て
こ
の
こ
と
を
学
ぶ
に
至
ら
な
い
。
労
働
組
合
の
構
成
員
は
現
在
、
資
本
家

た
ち
が
組
合
を
形
成
す
る
の
を
法
律
が
禁
止
し
て
か
れ
ら
を
助
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
資
本
家
た
ち
が
抵
抗
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
労
働
者
の
組
合
は
資
本
家
の
組
合

と
非
常
に
上
手
く
折
り
合
い
を
つ
け
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
双
方
は
す
で
に
相
互
に
尊
重
し
始
め
て
お
り
、

双
方
の
力
が
均
衡
す
る
場
合
に
は
、
ま
す
ま
す
相
互
に
尊
重
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
こ
と
は
ト
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ト
ラ
ス
ト
は
利
益
と
害
悪
の
一
混
合
体
を
呈
し
て

い
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
生
産
費
の
か
な
り
の
削
減
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利

益
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
形
の
制
限
さ
れ
た
提
携
の
力
を
凌
駕
す
る
仕
事
を
完
成
さ
せ
る
。

そ
れ
は
階
級
闘
争
の

良
の
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。
企
業
家
が
労
働
者
を
抑
圧
す
る
た
め
に
公
権
力
に
訴

え
る
の
で
は
な
く
、
正
当
な
る
方
策
で
労
働
者
に
抵
抗
す
べ
く
自
分
た
ち
で
団
結
す
る
ほ
う
が
一
般
的
効

用
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
は
る
か
に
よ
い
。
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
の
よ
う
に
淘
汰
に
障
害
を
設
け
る
ど
こ
ろ

か
、
ト
ラ
ス
ト
は
淘
汰
を
助
長
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ト
ラ
ス
ト
は
成
功
へ
の

高
の
チ
ャ
ン
ス
を

も
っ
て
い
る
企
業
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
成
功
の
見
込
み
な
く
発
生
し
た
企

業
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

ト
ラ
ス
ト
は
そ
れ
が
と
き
に
は
物
価
を
上
昇
さ
せ
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
市
民

か
ら
代
価
を
先
取
す
る
点
に
お
い
て
害
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
ト
ラ
ス
ト
が
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
を
可

能
な
ら
し
め
る
の
は
主
に
保
護
関
税
で
あ
る
（
１
）
。
そ
れ
ゆ
え
害
悪
は
大
部
分
こ
の
保
護
主
義
の
結
果

で
あ
る
。
他
方
か
ら
す
れ
ば
、
物
価
の
上
昇
は
成
功
の
栄
誉
を
獲
得
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の

も
明
瞭
な
結

果
で
も
あ
る
。
あ
る
場
合
に
消
費
者
に
同
情
す
る
人
々
は
、
別
の
場
合
に
は
か
れ
ら
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ

と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
２
）
。 

  

（
１
）
と
は
い
え
保
護
主
義
は
ト
ラ
ス
ト
の
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
は
な
い
。
目
下
（
１
９
０
２
年
）
形
成
途

上
に
あ
る
大
西
洋
ト
ラ
ス
ト
は
、
保
護
関
税
の
助
け
な
し
で
も
ト
ラ
ス
ト
が
構
成
さ
れ
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

（
２
）
１
９
０
２
年
ス
イ
ス
で
は
農
民
た
ち
が
農
産
物
関
税
の
増
額
の
た
め
に
動
き
回
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
関
税
増
額
が

生
活
費
を
高
騰
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
反
論
さ
れ
た
と
き
に
は
か
れ
ら
は
、
何
ご
と
か
を
要
求
し
た
の
が
農
民
で
あ
る
と

き
に
の
み
世
の
人
々
が
そ
れ
に
気
づ
き
、
都
市
の
労
働
者
に
味
方
し
て
「
社
会
法
」
の
成
立
の
た
め
に
投
票
さ
せ
ら
れ
た
と

き
に
は
か
れ
ら
を
ま
っ
た
く
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
き
を
表
明
し
た
。 

 

実
際
、
農
村
の
労
働
者
を
優
遇
す
る
た
め
に
生
活
費
が
高
騰
す
る
の
は
悪
事
で
あ
り
、
都
市
の
労
働
者
を
優
遇
す
る
た
め
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に
生
活
費
が
高
騰
す
る
の
は
善
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。 

  

厳
密
に
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
競
争
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
侵
害
は
悪
で
あ
る
。
し
か
し

う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
科
学
に
専
念
す
る
場
合
に
は
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実

践
的
応
用
を
視
野
に
入
れ
る
場
合
に
は
綜
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
一
の
観
点
に
留
ま
る
こ
と
は
で

き
ず
、
す
べ
て
の
観
点
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
も
し
仮
に
、
大
抵
の
場
合
、
あ

る
種
の
力
に
対
し
て
は
別
の
あ
る
種
の
力
を
対
置
す
る
し
か
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
対
置
か
ら
は
、
一

つ
の
力
が
対
重
な
し
で
作
用
し
う
る
場
合
よ
り
も
よ
り
小
さ
な
悪
が
結
果
す
る
こ
と
を
、
社
会
組
織
の
観

点
か
ら
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

 

労
働
組
合
は
労
働
者
に
対
し
て
、
資
本
家
と
対
等
の
立
場
で
交
渉
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
資
本
家

た
ち
は
、
労
働
者
を
劣
等
階
級
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
た
時
代
、
た
だ
か
れ
ら
に
対
し

て
家
父
長
的
庇
護
を
の
み
加
え
る
こ
と
の
で
き
た
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
資
本
家
が
労
働
者
を
あ
た
か
も
父
が
子
を
扱
う
よ
う
に
処
遇
す
る
組
織
は
現
代
に
お
い
て
も
な
お
多

く
の
人
々
の
理
想
で
は
あ
る
。
し
か
し
労
働
者
は
も
は
や
こ
う
し
た
従
属
的
状
態
を
受
け
入
れ
な
い
（
１
）
。

そ
れ
に
は
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
完
全
に
か
れ
ら
自
身
で
事
態
に
処
す
る
能
力
を
持
ち
手
綱

を
取
っ
て
も
ら
う
必
要
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
家
に
よ
る
庇
護
は
か
れ
ら
の
人
間
と
し
て
の

尊
厳
を
傷
つ
け
、
生
存
闘
争
に
お
い
て
不
可
欠
の
雄
々
し
い
資
質
と
自
助
の
精
神
の
獲
得
を
妨
げ
る
の
で

あ
る
。 

  

（
１
）Jean B

ourdeau 

はL'evolution du socialism
e , Paris, 

１
９
０
１
・ p

・
２
１
９ 
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（Eugene Schneider)

の
確
立
し
た
体
制
は
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
専
制
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
前
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
尊
い
体
制
で
あ
っ
た
。
ボ
ル
テ
ー
ル
の
理
念
に
忠
実
な
、
一
人
の
ボ
ル
テ
ー
ル
的
人
物

が
自
分
自
身
で
確
立
し
た
体
制
で
あ
っ
た
。
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
い
く
つ
か
の
学
校
を
設
立
し
た
。
・
・
・
か

れ
は
労
働
者
階
級
の
解
放
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
酩
酊
、
か
れ
ら
の
害
悪
の
根
源
を
取
り
除
く
こ
と
に

成
功
し
、
裁
判
沙
汰
を
遠
ざ
け
、
労
働
者
の
い
ろ
い
ろ
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
相
互
理
解
を
生
み
だ
し
、
・
・
・
同
一
の
職
業

従
事
者
の
人
事
的
安
定
性
を
確
保
し
た
。
・
・
・
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
氏
は
１
８
７
８
年
に
死
去
し
た
が
そ
の
息

子
と
孫
息
子
が
そ
の
仕
事
を
継
続
し
、
い
く
つ
か
の
経
営
機
構
を
発
展
さ
せ
た
。
し
か
し
・
・
・
古
い
時
代
の
労
働
者
の
忠

誠
心
、
家
族
的
愛
着
心
を
引
き
継
ぐ
強
烈
な
独
立
の
精
神
は
、
約
十
年
来
絶
え
ざ
る
宣
伝
に
よ
っ
て
革
命
へ
と
駆
り
立
て
ら

れ
て
い
た
若
い
世
代
を
活
気
づ
け
た
。
・
・
・
千
八
百
九
十
九
年
六
月
末
に
は
、
千
人
か
ら
千
五
百
人
の
若
い
労
働
者
が
流

動
的
大
衆
を
あ
る
一
つ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
引
き
ず
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
・
・
・
か
れ
ら
は
要
求
を
通
し
た
。
・
・
・

ス
ト
ラ
イ
キ
は
取
る
に
足
ら
ぬ
口
実
の
も
と
に
九
月
二
十
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
再
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
六
月
の
運
動
で
獲

得
さ
れ
た
成
果
を
固
め
る
以
外
の
目
的
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
・
・
・
ク
ル
ゾ
ー
の

初
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
モ
ン
ソ
・
レ

・
ミ
ー
ニ
ュ
ま
で
伝
染
し
て
拡
大
し
た
。
・
・
・
外
部
か
ら
の
同
じ
ア
ジ
テ
イ
タ
ー
が
そ
こ
で
も
同
じ
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

や
っ
て
成
功
し
た
。
モ
ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ニ
ュ
が
依
拠
し
て
い
る
ブ
ラ
ン
ジ
ー
工
場
は
、
ク
ル
ゾ
ー
よ
り
も
旧
体
制
の
制
度

モ
デ
ル
を
は
る
か
に
多
く
提
供
し
て
い
る
。
・
・
・
シ
ャ
ゴ
ー
氏
お
よ
び
ド
・
グ
ル
ネ
ー
氏
は
労
働
者
を
そ
の
誕
生
か
ら
死

ま
で
立
ち
あ
い
援
助
し
た
。
・
・
・
」
（p.

２
２
０-

２
２
２
）
モ
ン
ソ
・
レ
・
ミ
ー
ニ
ュ
で
は
庇
護
的
制
度
の
不
成
功
は
ク

ル
ゾ
ー
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
。
庇
護
的
制
度
は
結
局
の
と
こ
ろ
労
働
者
の
間
に
資
本
家
に
対
す
る
憎
悪

を
発
展
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
「
温
情
あ
る
、
慈
悲
深
い
庇
護
主
義
は
、
外
部
の
す
べ
て
の
潮
流
に
接
触
し
う
る
労
働
者

の
巨
大
集
団
と
い
う
環
境
の
な
か
で
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
庇
護
主
義
は
雇
用
者
と
被
雇
用
者
と
の
あ
い
だ

の
接
触
点
を
増
大
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
紛
争
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
。
労
働
者
は
と
も
す
れ
ば
、
庇
護
的
制
度
は
給
与
の
先
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取
り
に
基
づ
き
そ
れ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
恩
典
と
抑
圧
お
よ
び
集
約
的
生
産
の
源
泉
と
な

る
と
考
え
る
。
」
（p

・
２
２
５
）  

こ
こ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
引
用
し
、
深
い
真
実
を
述
べ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
指
摘
を
想
起
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
反
逆
の
原
因
は
単
に
富
の
不
平
等
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
名
誉
の
不
平

等
に
も
あ
る
。
」Polit.,

Ⅱ, 

４
， 

７
・ 

  
P.

ル
ロ
ワ
・
ボ
リ
ュ
ー
氏
に
よ
れ
ば
「
企
業
経
営
者
の
選
出
権
の
帰
属
先
は
資
本
で
あ
っ
て
労
働
者
従

業
員
で
は
な
い
。
（
１
）
」
こ
の
断
定
は
こ
れ
を
未
来
に
ま
で
拡
張
す
る
場
合
に
は
あ
ま
り
に
絶
対
的
す

ぎ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
現
在
に
つ
い
て
さ
え
、
企
業
の
指
揮
権
者
を
選
択
す
る
の
は
「
資
本
」
の
一
部
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
看
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
株
式
会
社
の
株
主
の
み
が
有
す
る
一
権
利
で
あ
る
。
「
資

本
家
」
で
も
あ
る
債
権
所
有
者
は
、
指
揮
権
者
の
選
択
に
な
ん
ら
の
影
響
力
も
持
た
な
い
。
株
主
の
影
響

力
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
が
事
実
で
あ
る
。
株
主
は
、
か
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
収

支
決
算
書
を
提
示
さ
れ
る
べ
く
年
に
一
回
召
集
さ
れ
、
適
当
な
配
当
金
を
受
け
取
る
限
り
は
経
営
陣
の
提

案
を
信
頼
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
自
ら
を
限
定
す
る
。
経
営
陣
が
な
に
か
失
敗
し
企
業
が
危
機
に
瀕
す

る
と
き
に
の
み
、
株
主
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
、
あ
る
い
は
し
ば
し
ば
、
う
ま
く

よ
り
は
ま
ず
く
で
は
あ
る
が
、
緩
和
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。 

  

（
１
）Traite' 

・
・
・d'econ. polit.,

Ⅰ,p

・
２
９
９
・ 

  

繁
栄
す
る
株
式
会
社
は
姓
名
以
外
に
は
匿
名
的
な
も
の
は
含
ま
ず
、
実
際
に
は
大
い
に
合
資
会
社
に
接

近
し
て
い
る
。 

 

他
方
で
ル
ロ
ワ
・
ボ
リ
ュ
ー
氏
自
身
、
「
一
定
の
条
件
下
で
は
、
労
働
者
従
業
員
が
資
本
を
形
成
し
、

保
持
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
か
れ
に
出
資
す
る
資
本
家
の
信
頼
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合

に
は
、
か
れ
労
働
者
従
業
員
が
そ
の
代
理
人
に
管
理
さ
せ
る
企
業
を
設
立
す
る
の
を
妨
げ
る
」
（p

・
３
０

０
）
も
の
は
な
に
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
よ
う
な
組
織
が
現
実

に
地
歩
を
獲
得
で
き
な
い
理
由
を
知
ら
な
い
。 

 

た
し
か
に
労
働
者
は
、
無
定
形
の
大
衆
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
企
業
を
運
営
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
資
本
家
」
も
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
は
企
業
を
運
営
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
政
治
家
に
と
っ
て
美
文
的
詠
嘆
の
た
め
の
恰
好
の
主
題
で
あ
り
得
る

が
、
す
べ
て
の
人
間
が
同
等
一
様
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
逆
に
深
刻

に
不
等
不
揃
い
で
あ
り
、
本
質
的
に
異
な
る
資
質
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
労
働
組
合
の
例
は
労
働
者
た

ち
が
こ
の
真
実
を
理
解
し
始
め
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。
な
に
ゆ
え
に
か
れ
ら
は
こ
の
道
を

進
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

か
れ
ら
の
進
行
を
妨
げ
る
一
つ
の
障
碍
は
、
も
し
社
会
の
優
越
階
級
に
対
し
て
あ
る
種
の
倫
理
的
法
律

的
規
則
を
否
応
な
く
課
す
る
な
ら
ば
、
労
働
者
の
状
況
は
大
い
に
改
善
さ
れ
う
る
と
労
働
者
に
対
し
て
説

得
し
よ
う
と
努
め
る
政
治
家
お
よ
び
倫
理
家
の
阿
諛
追
従
に
発
す
る
。
富
裕
と
幸
福
が
全
的
に
地
上
を
支

配
す
る
た
め
に
は
例
え
ば
労
働
の
総
合
的
産
物
に
対
す
る
権
利
と
い
っ
た
よ
う
な
何
か
美
し
い
原
理
を
立

法
議
会
が
宣
言
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
信
念
は
、
理
性
と
経
験

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
お
守
り
を
持
っ
て
い
れ
ば
幸
運
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
る
競
技
者
の
信
念
と
あ

ま
り
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
信
念
は
無
知
な
労
働
大
衆
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
い
ま
や
労
働
者
の
う
ち
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
そ
れ
を
排
斥
し
始
め
て
い
る
。
労
働
組
合
は
こ
う
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し
た
美
辞
麗
句
を
す
べ
て
あ
ま
り
高
く
は
評
価
せ
ず
、
真
正
の
貨
幣
の
形
で
の
実
体
あ
る
利
得
に
の
み
愛

着
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
現
在
こ
れ
に
対
す
る
反
動
が
起
き
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
大

陸
で
は
こ
の
方
向
へ
の
動
き
が
観
察
さ
れ
る
。 

 

産
業
組
織
の
現
状
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

企
業
家
は
一
般
に
資
本
家
で
あ
る
が
、
企
業
家
は
す
べ
て
資
本
家
の
階
級
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
く
、

逆
に
き
わ
め
て
多
数
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
労
働
者
階
級
の
出
自
で
あ
る
。
金
持
ち
に

な
っ
て
い
る
の
は
労
働
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
企
業
家
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
資
本
で
も
っ
て
仕
事
を
す

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
か
れ
ら
は
市
場
に
対
し
て
、
労
働
者
の
勤
務
と
同
じ
く
多
く
の
資

本
を
提
供
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
出
資
者
で
あ
り
、
株
式
会
社
は
社
債
を
発
行
し
、
か
れ
ら
は
か
れ
ら
の

銀
行
で
手
形
を
割
り
引
く
。
こ
の
際
銀
行
家
は
預
金
を
集
め
分
配
す
る
こ
と
に
従
事
す
る
別
の
企
業
家
で

あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
企
業
家
の
総
体
は
労
働
者
階
級
よ
り
も
む
し
ろ
資
本
家
の
階
級
に
近
い

と
い
う
の
は
本
当
で
あ
る
。 

 

将
来
に
お
い
て
は
逆
の
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
貯
蓄
の
所
有
者
の
大
多
数
が
、
現
在
株
式
会
社
の
社
債

や
国
債
の
形
で
そ
の
資
金
を
使
っ
て
い
る
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
貯
蓄
の
運
用
を
担
う
の
が
労
働
者
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
変
換
は
お
そ
ら
く
集
産
主
義
の
試
み
の
後
に
、
あ
る
い
は
生
産
手
段
の
社
会
化
の
後
に
完

全
に
実
現
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
形
式
と
内
容
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト

教
は
貧
民
の
宗
教
と
し
て
始
ま
り
、
富
者
の
宗
教
と
し
て
終
わ
っ
た
。
集
産
主
義
も
同
じ
く
形
式
に
つ
い

て
は
存
続
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
企
業
家
が
貯
蓄
と
労
働
者
の
運
用
を
担
う
よ

う
な
組
織
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
が
確
信
を
も
っ
て
は
予

見
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
。 

 

権
力
を
掌
握
し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
の
抵
抗
は
、
か
れ
ら
エ
リ
ー
ト
が
そ
の
権
利
を
公
正
公
平
に
防
御
す

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
為
に
な
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
こ
の
抵

抗
は
新
し
い
エ
リ
ー
ト
の
選
抜
を
好
都
合
な
ら
し
め
、
庇
護
を
無
用
た
ら
し
め
得
る
唯
一
の
も
の
た
る
自

制
力
を
身
に
つ
け
る
よ
う
労
働
者
に
強
制
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
抵
抗
は
流
れ
を
堰
き
止
め
、
流
れ
が
破
局

以
外
に
は
通
じ
得
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
達
す
る
の
を
妨
げ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
言
い
う
る
。
す

な
わ
ち
、
あ
る
一
国
に
お
い
て
は
様
々
な
社
会
階
級
が
そ
の
権
利
と
利
益
を
守
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
可
能

な
限
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
展
開
す
る
に
応
じ
て
、
全
般
的
福
利
に
と
っ
て
好
都
合
な
方
向
に
進
化
が
実
現

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
も
し
諸
階
級
の
う
ち
の
一
つ
が
そ
の
戦
場
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
階
級
は

自
ら
の
破
滅
に
向
か
っ
て
進
む
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
て
害
悪
を
な
す
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
れ
は
そ
の
人
道
主
義
的
宣
言
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
流
階
級
の
退
廃
著
し
く
、
か
れ
ら
が
自
ら

の
権
利
を
公
然
と
擁
護
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
い
く
つ
か
の
国
々
に
お
い
て
、
現
在
観
察
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
上
流
階
級
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
逃
げ
口
上
に
訴
え
、
か
れ
ら
の
要
求
す
る
と
こ
ろ

は
す
べ
て
も
っ
ぱ
ら
共
通
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
、
さ
ら
に
は
労
働
者
階
級
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
偽

善
的
に
主
張
し
、
自
分
た
ち
の
示
す
善
意
が
伝
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
は
泣
き
言
を
言
い
悲
嘆
に
く
れ
る
し

か
能
が
な
い
。
自
分
た
ち
の
敵
対
者
か
ら
寛
大
に
し
て
も
ら
う
た
め
に
か
れ
ら
は
と
も
す
れ
ば
社
会
主
義

的
偽
装
を
行
う
。
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
と
名
乗
る
人
々
の
一
部
は
、
悪
魔
の
好
意
を
賄
う
た
め
に
、

キ
リ
ス
ト
を
愚
弄
し
、
キ
リ
ス
ト
を
か
れ
ら
が
誉
め
そ
や
す
社
会
主
義
指
導
者
の
謙
虚
な
先
駆
者
に
す
ぎ

ぬ
も
の
と
す
る
こ
と
に
も
赤
面
し
な
い
。
こ
れ
ら
上
流
階
級
は
か
れ
ら
に
残
さ
れ
て
い
る
威
厳
を
少
し
づ
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つ
失
い
つ
つ
あ
る
。
す
べ
て
の
弱
者
と
同
じ
よ
う
に
、
か
れ
ら
の
唯
一
の
武
器
は
策
略
で
あ
る
。
そ
し
て

か
れ
ら
は
、
ド
イ
ツ
の
大
臣
が
帝
国
議
会
で
時
に
口
に
す
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
男
性
的
言
辞
を
、
か
れ

ら
の
権
利
に
沿
っ
て
理
解
す
る
と
き
、
唖
然
と
し
恐
怖
に
捕
ら
わ
れ
て
立
ち
止
ま
る
。
か
れ
ら
は
殴
打
の

前
に
頭
を
差
し
出
し
、
殴
打
の
手
を
舐
め
に
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
社
会
主
義
者

が
か
れ
ら
を
軽
蔑
す
る
の
に
は
道
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
に
は
自
分
た
ち
が
欲
す
る
も
の
を

声
高
に
明
瞭
に
主
張
す
る
勇
気
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
自
ら
の
階
級
の
利
益
を
防
御
す
る
の
に
赤
面
す
る
こ

と
は
な
い
。
か
れ
ら
は
強
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
策
略
や
隠
蔽
に
訴
え
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
。 

 

い
く
つ
も
あ
る
な
か
か
ら
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
１
９
０
１
年
、
あ
る
社
会
主
義
者
大
会
は
以
下
の
よ
う

な
文
面
の
決
議
を
承
認
し
た
。
「
ゼ
ネ
ス
ト
が
、
い
か
な
る
階
層
の
市
民
で
あ
れ
、
単
に
か
れ
ら
の
境
遇

改
善
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ゼ
ネ
ス
ト
は
、
資
本
家
階
級
を
暴
力
的
に
収

奪
す
る
こ
と
に
よ
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
全
体
的
解
放
以
外
の
目
的
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
の
大
会
は
こ
の
決
議
に
対
し
て
、
方
向
が
逆
で
同
じ
調
子
の
別
の
決
議
に
よ
っ
て
応
じ

る
こ
と
は
あ
え
て
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
が
「
資
本
家
階
級
の
暴
力
的
収
奪
」
を
望

む
連
中
に
抵
抗
す
べ
く
団
結
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
構
な
騒
ぎ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
資

本
家
」
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
は
別
の
意
味
で
恐
ろ
し
い
武
器
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
武
器
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
武
器
を
備
え
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
加
え
て
武
器
を

使
用
す
る
勇
気
が
必
要
で
あ
る
。
労
働
者
は
そ
の
勇
気
を
備
え
て
お
り
、
資
本
家
は
そ
れ
を
も
た
な
い
。

我
々
は
は
っ
き
り
異
な
る
二
種
の
エ
リ
ー
ト
を
認
め
る
。
一
方
は
活
力
と
精
気
に
満
ち
た
登
場
し
つ
つ
あ

る
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
退
化
し
た
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。 

 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
感
傷
癖
と
禁
欲
主
義
の
お
涙
頂
戴
の
全
装
置
を
も
っ
て
し
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
を
少
し
も
道
徳
的
に
改
善
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
１
７

８
９
年
の
革
命
前
夜
フ
ラ
ン
ス
で
見
ら
れ
た
現
象
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
。 

 

い
く
つ
か
の
国
々
に
お
け
る
現
在
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
も
は
や
自
ら
の
権
利
を
擁
護
す
る
術
を
も
た

な
い
が
、
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
詐
術
に
よ
っ
て
行
わ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
、
他
者
の
権
利
を
横
領
す

る
こ
と
に
か
け
て
は
き
わ
め
て
巧
み
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
あ
る
種
の
生
産
の
た
め
の
様
々
の
補
助
金
を
納

税
者
に
支
払
わ
せ
、
保
護
関
税
を
獲
得
し
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ロ
ー
マ
銀
行
の
詐
欺
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
パ
ナ

マ
銀
行
の
詐
欺
の
よ
う
な
大
規
模
な
議
会
的
詐
欺
を
組
織
し
、
他
人
の
財
を
横
取
り
す
る
た
め
に
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
形
で
投
機
売
買
に
訴
え
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
中
世
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
や
高
利
貸

し
は
控
え
め
で
従
順
そ
う
で
あ
り
、
自
分
た
ち
が
引
き
起
こ
し
た
軽
蔑
は
甘
受
し
た
。
自
分
た
ち
が
被
っ

た
抑
圧
に
対
す
る
復
讐
は
、
た
だ
抑
圧
者
か
ら
騙
し
取
る
形
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

社
会
主
義
陣
営
内
部
に
お
い
て
時
に
発
生
す
る
対
立
紛
争
は
衰
退
期
に
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
多
く
を
喜
び

で
満
た
す
。
も
は
や
自
ら
を
防
衛
す
る
に
必
要
な
力
も
精
力
も
失
い
、
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
敵
に
よ
っ

て
助
け
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
以
外
に
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

か
れ
ら
は
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
離
教
を
特
に
喜
ん
だ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
分
解
し
つ
つ
あ
る
、
マ
ル

ク
ス
主
義
は
調
子
を
狂
わ
せ
つ
つ
あ
る
、
こ
れ
は
こ
の
教
義
の
終
わ
り
だ
、
と
か
れ
ら
は
叫
ん
だ
。
そ
し

て
か
れ
ら
は
、
天
は
自
ら
助
く
る
者
を
助
く
、
と
い
う
諺
を
嘘
に
し
て
し
ま
っ
た
神
々
に
感
謝
す
べ
く
神

殿
に
登
る
用
意
が
で
き
て
い
る
。
天
は
か
れ
ら
に
少
し
の
努
力
も
要
求
せ
ず
に
か
れ
ら
を
助
け
た
の
で
あ

る
。 

 

歴
史
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、
離
教
と
異
端
が
表
面
に
現
れ
て
く
る
の
は
宗
教
が
そ
の
拡
大
力
の
頂
点
に

達
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
見
る
で
あ
ろ
う
。
離
教
と
か
異
端
は
、
老
年
期
に
な
る
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と
姿
を
消
す
、
青
壮
年
期
特
有
の
病
気
で
あ
る
。 

 
こ
の
こ
と
を
疑
う
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
つ
い
て
全
然
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
二
、
三
世
紀
に
グ
ノ
ー
テ
ィ
ス
派
、
マ
ル
キ
オ
ン
派
、
マ
ニ
派
、
モ
ン
タ
ヌ
ス
派
、
そ
の
他

数
え
上
げ
る
だ
け
で
も
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
の
セ
ク
ト
が
登
場
し
た
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
は
解
体
し
乱
調

し
、
終
焉
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

も
し
現
在
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
エ
リ
ー
ト
が
事
態
を
正
し
く
判
断
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
非
妥
協

的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
よ
り
も
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
タ
イ
プ
の
社
会
主
義
者
の
ほ
う
を
は
る
か
に
多
く
恐

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
二
十
日
ね
ず
み
の
寓
話
、
猫
と
雄
鶏
の
寓
話
の

再
現
で
あ
る
。
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
、
か
れ
ら
が
権
力
を
剥
奪
さ
れ
る

の
は
非
妥
協
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
む
し
ろ
妥
協
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
っ
て

で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
い
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
異
端
が

生
み
出
さ
れ
る
以
前
で
も
、
少
し
く
考
え
れ
ば
容
易
に
か
れ
ら
が
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た
、
さ
さ
や

か
な
幸
福
で
あ
る
。
信
奉
者
を
拡
大
す
る
教
義
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
、
妥
協
的
に
な
る
信
奉
者
を
少
な

く
と
も
一
部
は
抱
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
々
の
大
部
分
は
節
度
あ
る
意
見
に
傾
倒
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
極
端
な
見
解
は
き
わ
め
て
少
数
の
支
持
者
し
か
持
っ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
少
数
者
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
教
義
の
卓
越
せ
る
伝
道
者
で
は
あ
り
う
る
が
、
そ
の
仕
事
が
終
了
す
る
と
か
れ
ら
は

必
然
的
に
第
二
の
地
位
に
落
ち
込
み
、
節
度
あ
る
意
見
に
そ
の
地
位
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
れ
は
ル
ナ
ン
が
異
邦
人
の
使
徒
聖
パ
ウ
ロ
の
業
績
の
判
断
に
際
し
て
よ
く
看
取
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
（
１
）
。
聖
パ
ウ
ロ
は
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
今
日
純
粋
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
顰
蹙
を
買
っ
て
い

る
の
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
顰
蹙
を
買
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
か
れ
は

キ
リ
ス
ト
教
の

終
的
勝
利
を
生
み
出
し
た
も
の
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

（
１
）Saint Paul, p

．６０．
「
律
法
の
細
心
な
遵
守
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
た
め
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

た
。
早
く
か
ら
人
々
は
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
非
常
な
困
難
に
遭
遇
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
家
族
が
拡
大
し
始
め
て

以
降
、
新
し
い
信
仰
が

大
の
可
能
性
を
見
出
し
た
の
は
ま
さ
に
非
ユ
ダ
ヤ
教
起
源
の
人
々
に
お
い
て
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
」
律
法
の
代
わ
り
に
マ
ル
ク
ス
の
作
品
を
、
キ
リ
ス
ト
教
家
族
の
代
わ
り
に
社
会
主
義
者
家
族
を
、
非
ユ
ダ
ヤ
教
の
代

わ
り
に
良
き
倫
理
を
置
け
ば
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
で
起
き
て
い
る
現
象
の
描
写
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
教
（
社
会
主
義
）
に
と
っ
て
、
未
来
が
次
の
点
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
ユ
ダ
ヤ
教
（
マ
ル
ク
ス
主
義
）
は
そ
れ
に
近
づ
い
て
き
た
大
衆
に
対
し
て
特
殊
の
儀
式
を
課
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
課
さ

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
・
・
・
不
特
定
多
数
の
人
々
が
狭
義
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
教
的
（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
）
に
な
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
十
分
に
た
し
か
な
こ
と
で
あ
る
。
」
（p

・
６
４
，
６
５)

 

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
し
て
リ
ュ

ベ
ッ
ク
の
会
議
で
起
き
た
こ
と
の
描
写
を
得
た
い
な
ら
ば
、
パ
リ
サ
イ
派
と
パ
ウ
ロ
派
に
つ
い
て
ル
ナ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ

と
を
読
め
ば
よ
い
。
「
二
つ
の
セ
ク
ト
は
活
気
に
満
ち
、
生
気
に
あ
ふ
れ
、
そ
し
て
お
互
い
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
苛
酷
で
あ

っ
た
。
誰
も
自
ら
の
意
見
を
放
棄
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
問
題
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
か
れ
ら
は
共
通
の
業

績
に
お
い
て
結
ば
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
」(p

．８３) 

 

異
教
徒
た
ち
は
当
時
こ
の
業
績
を
知
ら
な
か
っ
た
。
も
し
こ
の
業
績
が
か
れ
ら
の
注
意
を
引
い
て
い
た
な
ら
ば
か
れ
ら
も

ま
た
、
今
日
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
自
ら
の
た
め
に
作
っ
た
の
と
同
じ
幻
想
を
、
自
分
た
ち
の
た
め
に
作
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
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で
あ
ろ
う
。 

  

も
し
わ
れ
わ
れ
が
「
労
働
と
資
本
と
の
紛
争
」
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
の
あ
る
処
方
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
ば
、
階
級
闘
争
も
ま
た
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
多
く
の
人
々
が
信
じ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、

形
式
と
内
容
と
を
混
同
す
る
種
類
の
、
き
わ
め
て
多
数
の
人
々
の
有
す
る
幻
想
で
あ
る
。
階
級
闘
争
は
生

存
競
争
の
一
形
式
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
「
労
働
と
資
本
と
の
紛
争
」
と
呼
ぶ
も
の
は
階
級
闘
争
の
一

形
式
に
す
ぎ
な
い
。
中
世
な
ら
ば
、
も
し
宗
教
紛
争
が
消
滅
す
れ
ば
社
会
は
平
和
に
な
る
と
人
々
が
信
ず

る
こ
と
も
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
宗
教
紛
争
は
階
級
闘
争
の
一
形
式
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
宗
教
紛
争

は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
消
滅
し
、
社
会
主
義
紛
争
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
集
産
主
義
が
確
立
し
た

と
仮
定
せ
よ
、
「
資
本
」
は
も
は
や
存
在
し
な
い
と
仮
定
せ
よ
、
そ
の
際
に
は
明
ら
か
に
資
本
が
労
働
と

紛
争
状
態
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
消
滅
し
て
し
ま
う
階
級
闘
争
の
一
形
式
に
は
ち

が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
形
式
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
紛
争
は
、
社
会
主

義
国
家
の
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
労
働
者
の
間
に
、
「
知
識
人
」
と
「
非
知
識
人
」
と
の
間
に
、
異
な
る
ジ

ャ
ン
ル
の
政
治
家
の
間
に
、
政
治
家
と
そ
の
住
民
と
の
間
に
、
革
新
者
と
保
守
家
と
の
間
に
（
１
）
、
生

ず
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
主
義
の
出
現
は
完
全
に
社
会
的
革
新
の
源
泉
を
涸
ら
す
で
あ
ろ
う
と
ま
じ
め
に
考

え
る
人
々
が
本
当
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
の
な
か
で
重
要
な
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
を
希
望
し

て
人
々
の
空
想
が
新
し
い
企
画
を
生
み
出
す
こ
と
は
も
は
や
な
い
、
利
害
が
あ
る
種
の
人
々
を
促
し
て
そ

う
し
た
企
画
を
採
用
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
、
と
本
気
で
考
え
る
人
が
本
当
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。 

  

（
１
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
大
会
に
つ
い
て
ジ
ャ
ン.

ブ
ル
ド
ー
氏
は
『
社
会
主
義
の
進
化
』(L`evol. du social., 

p

・
２
１
８)

で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ド
・
セ
イ
ラ
ッ
ク
氏
の
語
る
労
働
者
の
大
会
の
歴
史
は
指
導
者
間
の
執
念
深
い
敵
対

と
果
て
し
の
な
い
分
裂
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
根
本
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
け
る
階
級
間

の
真
の
闘
争
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
民
衆
煽
動
的
要
素
と
労
働
者
的
要
素
と
の
間
の
、
『
知
識
人
』
と
『
肉
体
労
働
者
』
と
の

間
の
、
闘
争
で
あ
る
。
」 

  

生
存
、
あ
る
い
は
安
楽
の
た
め
の
闘
争
は
生
物
に
と
っ
て
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ

い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
す
べ
て
、
そ
う
し
た
闘
争
が
種
族
の
維
持
と
改
善
の
た
め
の

も
強
力
な
要

因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が
そ
う
し
た
要
因
か
ら
逃
れ

得
る
こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
う
し
た
要
因
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
人
々
に
と
っ
て
有
利
た
り
う
る
こ
と

は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
現
象
の
根
本
・
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
努

力
は
あ
る
い
く
つ
か
の
形
式
を
僅
か
に
変
え
る
こ
と
に
尽
き
て
い
る 

。 
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