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第
六
章　

文
明
と
英
国
の
興
隆

　

こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
、
最
高
道
徳
の
諸
側
面
全
般
を
考
察
し
て
き
た
。

今
や
、
こ
れ
ら
最
高
道
徳
の
諸
原
理
を
政
治
体
制
の
理
論
、
特
に
連
合
王

国
〔
英
国
〕
の
政
体
に
適
用
し
て
展
開
す
る
時
で
あ
る
。
私
た
ち
は
君
主

政
体
を
通
し
て
政
治
体
制
に
関
す
る
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

が
、
最
初
に
、
文
明
の
推
移
を
、
特
に
こ
れ
ら
英
国
諸
島
に
関
し
て
、
簡

単
に
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
君
主
政
体
は
文
明
の
文
脈
の

中
で
の
み
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

考
古
学
上
の
証
拠
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
原
初
形
態
は
小
規
模
で
独
立
し

た
放
浪
部
族
か
氏
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
生
活
の
仕
方

は
、
今
日
で
も
現
存
し
て
い
る
最
も
原
始
的
な
人
々
、
す
な
わ
ち
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
（the A

ustralian aborigines

）
の
も
の
と
お
そ
ら

く
大
変
似
て
い
た
だ
ろ
う
。
人
類
学
上
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
氏
族

（clan

）
は
血
縁
関
係
に
依
存
す
る
緊
密
な
共
同
体
で
あ
り
、
氏
族
の
霊

（spirit

）
を
象
徴
す
る
ト
ー
テ
ム
と
し
て
採
用
さ
れ
た
あ
る
動
物
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
全
員
は
お

互
い
に
知
り
合
い
で
あ
り
、
氏
族
は
拡
大
し
た
家
族
単
位
で
あ
る
。
個
々

人
は
、
自
分
用
の
石
器
と
木
製
の
道
具
を
備
え
て
い
る
。
狩
猟
の
獲
物
は

分
か
ち
合
わ
れ
る
。
男
た
ち
は
、
宗
教
、
道
徳
、
集
団
行
動
の
規
則
の
内

容
を
構
成
す
る
部
族
の
秘
伝
と
し
き
た
り
を
、
段
階
を
踏
ん
で
伝
授
さ
れ

る
。
男
た
ち
が
何
ら
か
の
統
治
能
力
を
持
つ
と
い
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で

は
、
彼
ら
は
慣
習
を
適
用
す
る
一
群
の
部
族
の
長
老
に
よ
っ
て
統
制
さ

れ
、
し
ば
ら
く
の
間
、
男
た
ち
は
す
べ
て
そ
の
こ
と
に
憧
れ
を
持
つ
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
制
度
は
人
類
の
存
続
期
間
の
大
部
分
に
わ
た
っ
て
広
く
流
布
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し
て
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
前
農
耕
段
階
の
文
化
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
段
階
で
は
、
人
間
は
狩
猟
と
自
然
的
産
物
の
採
取
に

よ
り
生
存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
障
な
く
追
求
す
る
に
は
、

個
々
の
小
集
団
が
広
い
空
間
と
相
対
的
な
孤
立
を
必
要
と
し
て
い
た
。
現

在
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
戦
争
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
生
き
残
る
た
め
に
必
要
な
努
力
は
、
と
き
ど
き
起
こ
る
部
族
間
の
口

論
以
上
の
組
織
的
敵
意
の
形
態
に
ま
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
逸
脱
さ
せ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
条
件
下
で
起
こ
り
う
る
争
い

は
、
お
そ
ら
く
個
人
的
な
戦
い
の
形
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

進
化
の
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
地
球
上
の
ほ
と
ん
ど

の
場
所
に
お
い
て
時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
進
化
に

よ
っ
て
数
万
年
前
に
、
つ
ま
り
新
石
器
時
代
（
そ
の
本
質
は
今
ま
さ
に
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
る
新
技
術
時
代
ま
で
存
続
し
て
き
た
）
と
呼
ぶ
時
代

に
、
農
耕
的
側
面
の
文
明
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
口
の
増
加

に
よ
っ
て
、
狩
猟
と
採
取
の
移
動
生
活
は
不
可
能
と
な
り
、
人
々
は
よ
り

大
き
な
共
同
体
に
定
住
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
村
が
形
成
さ
れ
、
食

糧
の
ほ
と
ん
ど
を
栽
培
す
る
た
め
に
地
元
の
資
源
を
開
発
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
定
住
生
活
は
、
機
能
の
専
門
化
を
も
た
ら
し
た
。
す
べ
て
の
人
間

が
個
別
に
食
糧
を
生
産
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
。

あ
る
人
は
道
具
を
製
作
し
た
り
他
の
技
術
を
活
用
し
た
り
す
る
見
返
り

に
、
食
糧
を
提
供
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
元
々
の
農
民
の

中
か
ら
、
職
人
、
商
人
、
兵
士
、
宗
教
者
が
現
れ
始
め
た
。
彼
ら
は
自
由

業
の
萌
芽
的
代
表
者
で
あ
っ
た
。
部
族
（tribe

）
の
霊
は
、
ト
ー
テ
ム

か
ら
擬
人
的
な
神
へ
と
進
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
擬
人
神
は
、
動
物
的
祖

先
の
痕
跡
を
残
す
と
共
に
、
地
上
で
は
人
間
の
祭
祀
王
（a hum

an 

priest-king

）
が
そ
の
代
理
者
と
な
っ
た
。

　

環
境
へ
の
圧
力
が
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
的
な
武
力
衝
突
が
起
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
町
や
村
は
、
今
や
野
生
動
物
を
締
め
出
す
た
め
の
囲

い
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
侵
入
者
を
追
い
払
う
た
め
の
強
固
な
壁
を
も

必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
国
家
が
生
ま
れ
、
祭
祀
王
は
戦
闘
指

導
者
（a w

ar-leader

）
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
圧
力
は
増
大
し
つ
づ
け
た
。
戦
争
の
専
門
的
技
術
が
発
達
す
る

に
つ
れ
て
、
都
市
国
家
は
国
家
や
帝
国
へ
と
併
合
さ
れ
て
い
き
、
ま
す
ま

す
高
度
の
専
門
化
が
起
こ
り
、
そ
し
て
共
通
の
宗
教
、
芸
術
、
通
商
を
生

み
出
し
、
道
路
や
書
信
に
よ
る
情
報
伝
達
の
進
歩
を
も
た
ら
し
た
。
個
々

の
国
家
が
発
生
す
る
と
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
隣
人
へ
の
潜
在
的
敵
対
と

い
う
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
は
、

直
前
に
な
る
と
す
ぐ
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
圧
力
は
存

在
し
続
け
る
の
で
、
人
類
は
再
び
安
全
に
生
活
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
手

段
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
安
全
と
い
う
も
の
は
継
続
的
な
発

展
段
階
ご
と
に
絶
え
ず
更
新
さ
れ
、
そ
の
過
程
が
続
く
限
り
、
結
局
は
ま

た
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
進
歩
の
主
要
な
流
れ
の
大
よ
そ
の
描
写
に
過
ぎ
な

い
。
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
進
化
力
が
最
小
の
地
域
の
共
同
体
は
、
よ
り
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原
始
的
な
形
態
の
ま
ま
存
続
す
る
が
、
時
に
は
、
よ
り
進
歩
し
た
共
同
体

と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
中
間
段
階
を
い
く
つ
か
飛
び

越
し
て
、
急
速
に
進
歩
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
凶
暴
で
移
住
性
の
高
い

部
族
が
、
定
住
性
の
高
い
共
同
体
に
侵
入
し
破
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な
逆

流
現
象
も
あ
っ
た
が
、
凶
暴
な
部
族
が
よ
り
高
度
な
文
化
に
吸
収
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
諸
島
に
は
、
こ
れ
ら
の
過
程
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
古

石
器
時
代
人
の
原
始
的
な
手
製
斧
が
、
テ
ム
ズ
川
の
砂
礫
層
の
中
で
見
つ

か
っ
て
い
る
。
中
石
器
時
代
の
狩
人
が
残
し
た
よ
り
洗
練
さ
れ
た
道
具
は

地
表
の
ど
こ
に
で
も
散
在
し
て
い
る
。
現
存
す
る
最
初
の
堅
固
な
遺
跡
は

新
石
器
時
代
の
巨
石
文
化
に
由
来
す
る
が
、
そ
れ
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広

く
流
布
し
て
い
た
文
明
の
一
部
で
あ
る
。
新
石
器
時
代
は
紀
元
前
約
三
五

○
○
年
に
始
ま
っ
た
。
当
時
の
気
候
は
今
日
よ
り
温
暖
で
乾
燥
し
て
い

た
。
新
石
器
時
代
は
エ
ジ
プ
ト
の
第
一
王
朝
の
数
世
紀
前
に
始
ま
り
、
初

期
青
銅
器
時
代
の
ビ
ー
カ
ー
族
（B

eaker Fork

）
の
文
化
を
吸
収
し
て
、

紀
元
前
約
一
五
○
○
年
ま
で
お
よ
そ
二
千
年
間
続
い
た
。
そ
の
頃
に
、

我
々
が
イ
ギ
リ
ス
の
典
型
的
な
天
候
と
し
て
知
る
も
の
が
始
ま
り
、
生
活

様
式
の
変
化
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
時
代
に
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
作
ら
れ
た
。
例
え
ば
エ
イ
ブ
ベ
リ
ー
近
郊
の
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ

（Stonehenge, A
vebury

）
の
よ
う
な
巨
大
石
の
輪
や
環
状
周
溝
、
オ
ー

ク
ニ
ー
諸
島
の
ブ
ロ
ッ
ガ
ー
環
状
列
石
（the R

ing of B
rodgar in 

O
rkney

）（
こ
れ
ら
は
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
イ
ギ
リ
ス
の
特
産
で
あ

る
）、
今
日
ま
で
痕
跡
を
と
ど
め
る
木
製
円
陣
、
巨
大
で
神
秘
的
で
精
巧

に
築
か
れ
た
シ
ル
ベ
リ
ー
・
ヒ
ル
（Silbury H

ill

）﹇
訳
注
：
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

南
部
エ
イ
ブ
ベ
リ
ー
近
郊
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
先
史
時
代
の
人
工
丘
。
紀
元
前
二

二
〇
〇
年
頃
つ
く
ら
れ
た
﹈、
立
石
の
列
と
街
路
、
太
陽
と
月
の
観
測
所
（
こ

れ
ら
は
地
平
線
上
の
石
の
標
識
と
造
作
、
お
よ
び
時
に
は
何
マ
イ
ル
も
伸

び
る
並
行
盛
土
で
構
成
さ
れ
て
い
る
）、
土
饅
頭
型
の
長
い
塚
、
石
を
敷

き
詰
め
た
路
地
や
ド
ル
メ
ン
（dolm

ens

）﹇
訳
注
：
垂
直
に
立
て
た
二
個
以

上
の
自
然
石
の
上
に
大
き
な
平
ら
な
石
を
載
せ
た
先
史
時
代
の
遺
物
﹈（
少
な
く
と

も
い
く
つ
か
は
共
同
の
墓
地
で
あ
っ
た
）、
防
衛
力
の
な
い
と
ぎ
れ
と
ぎ

れ
の
築
堤
に
囲
ま
れ
た
集
会
場
、
散
在
す
る
小
さ
な
村
落
や
エ
リ
ー
ト
の

住
宅
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
大
き
な
丸
型
住
居
の
遺
跡
、
こ
れ
ら
は
新

石
器
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
は
組
織
的
な
鉱
山
業

さ
え
存
在
し
た
こ
と
が
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
県
ブ
ラ
ン
ド
ン
（B

randon in 

N
orfolk

）
で
火
打
石
採
掘
場
が
見
つ
か
り
、
鉱
産
物
が
広
く
散
在
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
例
証
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
に
は
戦
闘
の
痕
跡
は
は
っ

き
り
と
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
遺
跡
は
、
生
存
の
た
め
の
基
本
的
な
仕
事
を
免
れ
て
余
裕
の

出
来
た
共
同
社
会
に
よ
る
大
量
の
組
織
的
努
力
の
結
果
、
は
じ
め
て
残
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
遺
跡
の
多
く
は
、
人
々
が
太
陽
と
月
の
運

動
に
夢
中
に
な
り
没
頭
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
人
々
の
没
頭
は
、

最
初
の
う
ち
は
農
業
用
に
使
用
す
る
暦
を
確
立
す
る
の
に
必
要
だ
っ
た

が
、
そ
の
時
代
が
終
息
す
る
頃
に
は
、
天
文
学
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
の
前
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提
に
な
る
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
。
墳
墓
の
中
身
を
調
べ
て
分
か
る
こ

と
は
、
一
つ
に
は
部
族
の
ト
ー
テ
ム
崇
拝
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
（
と
い

う
の
は
、
オ
ー
ク
ニ
ー
諸
島
で
は
、
あ
る
墓
か
ら
は
犬
の
頭
蓋
骨
が
た
く

さ
ん
掘
り
出
さ
れ
、
別
の
墓
か
ら
は
ワ
シ
の
爪
の
大
量
の
集
積
が
見
つ
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
）、
そ
し
て
二
つ
に
は
人
身
御
供
と
共
食
い
が
行
わ
れ

て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
土
台
の
埋
蔵
物
の
中
で
骸
骨

が
発
見
さ
れ
、
あ
る
墓
に
は
、
虐
殺
を
示
す
よ
う
な
や
り
方
で
砕
か
れ
裂

か
れ
た
骨
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
・

グ
レ
ン
ジ
（N

ew
 G

range

）（
紀
元
前
約
三
三
○
○
年
に
作
ら
れ
た
）
や

フ
ラ
ン
ス
・
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
ラ
ク
マ
リ
ア
ク
エ
ー
ル

（Locm
ariaquer

）
の
ピ
エ
ー
ル
・
プ
レ
ー
ト
（Pierres Plates

）
の
よ

う
な
初
期
の
ド
ル
メ
ン
石
は
、
時
折
、
彫
刻
で
飾
ら
れ
、
太
陽
が
、
重
要

な
日
に
、
内
部
の
通
路
に
沿
っ
て
最
奥
の
隅
へ
と
差
し
込
む
よ
う
に
、
一

直
線
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生
贄
の
儀
式
が
太
陽
の
至
に

合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
そ
の
時
に
は
余
分
の
生
贄

は
傍
ら
の
小
室
に
詰
め
込
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
れ
が

最
初
の
王
の
墓
（royal graves

）
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

次
章
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
人
類
学
に
よ
れ
ば
、
祭
祀
王
（priest-

kings

）
が
儀
式
的
な
死
を
経
験
す
る
の
は
、
文
化
の
こ
の
段
階
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
組
織
は
明
ら
か
に
、
何
ら
か
の
統
治
機
構
の
形
態
（form

 

of governm
ent

）
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
の
末
期
に
作
ら

れ
、
専
門
家
が
聖
職
者
階
級
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
数
少
な

い
大
き
な
円
形
住
居
を
国
王
の
住
宅
と
分
類
し
な
け
れ
ば
、
国
王
の
住
宅

と
い
え
る
形
跡
は
存
在
し
な
い
。
ウ
ッ
ド
（John W

ood

）
氏
（
彼
と
ニ

ー
ル
（F

ernand N
iel

）
氏
の
『
巨
石
文
明
（La C

ivilisation des 

M
égalithes

）』Paris, Plon, 1970

）
に
、
私
の
見
解
は
負
う
と
こ
ろ
が

多
い
）
は
、
そ
の
著
書
『
太
陽
、
月
、
立
石
（Sun, M

oon and 

Standing Stone

）』O
xford U

niversity Press, 1980

）
で
、
オ
ー
ク
ニ

ー
諸
島
の
本
島
の
ス
カ
ラ
・
ブ
レ
（Skara B

rae

）
の
新
石
器
時
代
の
村

は
、
別
の
宗
教
的
共
同
体
の
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
私
は

こ
の
こ
と
を
敢
え
て
疑
う
が
、
彼
が
正
し
い
と
し
て
も
、
居
室
内
が
優
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
兆
候
は
や
は
り
な
い
。
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
、
七
〜

八
軒
よ
り
成
る
住
居
小
屋
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
よ
そ
二
種
類
の
大
き
さ
に
分

か
れ
る
が
、
ど
れ
も
同
じ
型
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
不
潔
で
汚
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
五
千
年
後
の
発
掘
者
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
た
し

か
に
そ
こ
で
威
厳
の
あ
る
秩
序
立
っ
た
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
賞

賛
す
る
根
拠
は
な
に
も
な
い
。

　

こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
シ
ュ
メ
ー
ル
（Sum

er

）
の
大
帝

国
よ
り
も
早
く
に
始
ま
っ
た
原
初
的
文
明
を
、
次
の
よ
う
に
描
く
の
で
あ

る
。
そ
の
文
明
は
高
度
の
平
和
的
組
織
、
技
術
力
、
知
的
到
達
度
を
備
え

て
い
る
が
、
私
た
ち
に
は
不
快
と
思
え
る
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
印
象
の
悪
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
人
は
こ
こ
で
、
は
る
か
後
期

に
現
れ
た
中
央
ア
メ
リ
カ
の
マ
ヤ
文
明
や
ア
ス
テ
カ
文
明
（M

ayan and 
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A
ztec civilizations

）
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

は
、
現
代
ま
で
存
続
し
て
い
る
定
住
生
活
の
基
本
型
を
作
り
上
げ
、
今
な

お
私
た
ち
の
意
識
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
空
が
曇
っ
て
天
文
台
の

機
能
が
止
ま
っ
て
も
、
暦
は
確
定
済
み
で
あ
る
。
月
面
に
人
が
降
り
立
っ

た
今
日
で
も
、
太
陽
と
月
は
そ
の
魅
力
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
月
面
着
陸

は
、
も
し
原
子
爆
弾
に
先
を
越
さ
れ
な
け
れ
ば
、
新
時
代
の
開
始
を
特
徴

づ
け
る
に
十
分
な
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ト
ー
テ
ム
に
彫
ら
れ
た
動

物
は
、
今
日
で
も
暗
闇
か
ら
そ
こ
こ
こ
に
姿
を
現
し
、
教
会
の
紋
章
盾
や

ワ
シ
型
聖
書
朗
読
台
に
形
を
変
え
、
戴
冠
式
の
際
の
国
王
（
ま
た
は
女

王
）
の
冠
の
野
獣
や
グ
ロ
テ
ス
ク
な
怪
獣
に
姿
を
変
え
、
少
し
で
も
そ
の

場
に
荘
厳
さ
を
増
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
に
お
け
る
生
贄
的

要
素
は
儀
式
化
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
で
も
存
続
し
て
お
り
、
神
学
者
が

何
層
も
の
緩
叙
法
（the layers of superim

posed m
eiosis

）
を
編
み

出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儀
式
的
な
血
肉
の
共
食
を
求
め
ら
れ
る
時
は

い
つ
も
、
抑
圧
さ
れ
た
恐
怖
の
感
覚
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
私
は
告
白
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
感
覚
は
五
千
年
前
に
は
は
る
か
に
リ
ア
ル
な
も

の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
も
痕
跡
（traces

）
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
後
の
時
代
は
す
べ
て
、
巨
石
文
化
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
基

本
型
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
貢
献
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一

に
、
平
和
は
中
・
後
期
青
銅
器
時
代
の
人
間
の
到
来
と
共
に
終
息
し
た
。

彼
ら
は
戦
士
王
（w

arrior kings

）
が
支
配
す
る
階
層
社
会
を
も
た
ら

し
、
戦
士
王
は
武
器
や
装
飾
品
と
と
も
に
、
別
々
の
円
形
塚
に
個
々
に
埋

葬
さ
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
彼
ら
は
古
代
の
遺
跡
を
崇
拝
し
、
埋
葬
地

と
し
て
使
用
し
た
が
、
彼
ら
の
関
心
は
別
の
所
に
あ
っ
た
。
今
や
闘
争
が

国
家
の
仕
事
と
な
り
、
略
奪
が
趣
味
で
あ
り
、
煮
豚
の
大
判
振
る
舞
い
が

彼
ら
の
息
抜
き
で
あ
っ
た
。
ダ
ブ
リ
ン
の
国
立
博
物
館
で
は
、
彼
ら
の
使

っ
た
大
鍋
の
い
く
つ
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ー
リ
ン
ト
ン
壁

（D
urrington W

alls

）
の
よ
う
な
巨
石
文
化
遺
跡
に
お
い
て
は
、
豚
の
消

費
が
支
配
階
級
の
印
の
一
つ
で
あ
り
、
ゴ
ミ
の
山
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、

集
落
は
牛
肉
や
羊
肉
ご
と
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
文
化
的
連
続

性
の
要
素
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
保
持
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
時
代
の
伝
説
の
い
く
つ
か
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
英

雄
、
戦
、
饗
応
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
食
用
豚
が
そ
れ
ほ
ど
好

き
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
物
語
を
あ
る
種
の
当
惑
を
も
っ
て
読
ん

だ
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
問
題
点
の
幾
つ
か
は
、
青
銅
器
時
代
の
観
念
形

態
が
ご
く
表
層
近
く
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

そ
の
次
の
貢
献
は
、
鉄
器
時
代
の
ケ
ル
ト
族
の
侵
入
者
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
。
多
く
の
場
所
に
築
か
れ
た
巨
大
な
丘
陵
砦
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も

は
る
か
に
大
規
模
な
戦
闘
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
彼
ら
は
馬

を
準
神
聖
な
動
物
と
し
て
導
入
し
た
。
ア
フ
ィ
ン
グ
ト
ン
の
白
馬

（W
hite H

orse of U
f�ngton

）
の
よ
う
な
馬
が
、
白
亜
の
丘
陵
の
中
腹

に
彫
刻
さ
れ
た
。
新
し
い
ト
ー
テ
ム
が
作
ら
れ
、
今
な
お
霊
力
を
保
っ
て
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い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
馬
肉
食
へ
の

忌
避
の
原
因
と
な
り
、
論
理
や
法
律
よ
り
も
深
い
レ
ベ
ル
の
禁
忌
の
存
在

を
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
ケ
ル
ト
族
は
、
今
日
も
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語

（W
elsh

）、
ゲ
ー
ル
語
（G

aelic

）、
ア
ー
ス
語
（E

rse

）
の
よ
う
な
様
々

な
方
言
と
し
て
残
存
す
る
言
語
を
、
私
た
ち
に
も
た
ら
し
た
。

　

ロ
ー
マ
人
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
占
領
、
そ
し
て
一

時
的
な
南
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
占
領
は
、
四
百
年
と
は
続
か
な
か
っ
た

が
、
永
続
的
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
と
い
う
の
は
、
占
領
は
英
国
を
文

明
世
界
の
主
流
の
地
位
に
押
し
上
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
英

国
の
地
は
、
支
配
者
の
地
中
海
人
の
目
に
は
、
ほ
と
ん
ど
神
話
的
な
性
格

の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
地
中
海
人
は
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
や
古
代
宗
教

に
つ
い
て
は
漠
然
と
耳
に
し
て
い
た
が
、
大
ブ
リ
テ
ン
島
に
つ
い
て
は
、

北
風
の
か
な
た
の
半
神
秘
的
な
場
所
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら

の
侵
入
は
あ
る
意
味
で
、
探
検
の
旅
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
グ
リ
コ
ラ

長
官
（the governor A

gricola

）
は
初
め
て
船
隊
を
周
航
航
海
に
送
り

出
し
、
大
ブ
リ
テ
ン
島
が
実
際
に
島
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
ロ
ー
マ

人
は
、
今
日
も
多
く
の
遺
跡
が
残
存
し
て
い
る
定
住
都
市
、
古
典
的
寺
院

や
劇
場
、
道
路
、
田
舎
の
邸
宅
、
要
塞
を
導
入
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
読

み
書
き
の
知
識
や
法
体
系
を
も
た
ら
し
た
。
移
住
し
て
き
た
軍
隊
は
土
着

の
人
々
と
混
血
し
、
そ
の
人
種
に
新
し
い
血
統
を
導
入
し
た
。
と
り
わ

け
、
キ
リ
ス
ト
教
が
採
用
さ
れ
（
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
ミ
ト
ラ
寺
院
（the 

M
ithraic tem

ple

）
の
聖
像
は
、
キ
リ
ス
ト
教
熱
狂
者
に
よ
る
破
壊
か
ら

守
る
た
め
に
埋
蔵
さ
れ
た
）、
ロ
ー
マ
人
の
撤
退
後
も
住
民
に
よ
っ
て
保

持
さ
れ
、
ロ
ー
マ
人
が
一
度
も
征
服
し
た
こ
と
の
な
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
一
部
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

ロ
ー
マ
人
の
占
領
が
終
わ
る
と
、
ア
ン
グ
ル
族
（A

ngles

）﹇
訳
注
：
五

世
紀
以
降
に
北
ド
イ
ツ
か
ら
英
国
に
移
住
し
た
ゲ
ル
マ
ン
族
﹈、
サ
ク
ソ
ン
族

（Saxons

）﹇
訳
注
：
五
世
紀
以
降
に
北
ド
イ
ツ
か
ら
英
国
に
移
住
し
た
﹈、
ジ
ュ

ー
ト
族
（Jutes

）﹇
訳
注
：
五
世
紀
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
と
と
も
に
英
国
に

侵
入
し
、
ケ
ン
ト
に
定
住
し
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
一
部
隊
﹈
の
大
量
侵
入
が
始
ま

り
、
そ
し
て
数
世
紀
遅
れ
て
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
人
（Scandinavians

）

が
侵
入
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
民
族
は
定
住
者
と
な
り
、
組
織
的
な
土
着

民
を
西
方
へ
と
追
い
や
っ
た
。
彼
ら
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
（W

elsh

）
や
コ

ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
人
（C

ornish

）
と
な
り
、
あ
る
い
は
海
を
渡
っ
て
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
に
達
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
民
族
は
土
着
の
ブ
リ

ト
ン
族
（the B

ritons

）
と
全
面
的
に
入
れ
替
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
残
存
す
る
ブ
リ
ト
ン
族
の
孤
立
地
帯
（pockets

）
と
共
に
、
多
く

の
混
住
地
帯
が
存
在
し
た
。
い
く
つ
か
の
町
は
破
壊
さ
れ
た
り
見
捨
て
ら

れ
た
り
し
た
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
な
他
の
町
は
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
保
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
サ
ク
ソ
ン
文
化
が
支
配
的
に
な
っ
た

が
、
既
存
の
文
化
を
断
片
的
に
取
り
込
ん
だ
。
地
形
上
の
名
称
の
い
く
つ

か
は
、
新
し
い
出
発
と
い
う
よ
り
は
連
続
性
を
示
し
て
い
る
。
敗
北
し
た

ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
は
野
蛮
な
征
服
者
を
キ
リ
ス
ト
教
化
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
が
、
こ
の
課
題
は
最
近
形
成
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
教
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会
（C

eltic C
hurch

）
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
こ
の
課
題
を
よ

り
精
力
的
に
達
成
し
た
の
は
ロ
ー
マ
教
皇
（papal R

om
e

）
で
あ
る
が
、

こ
の
国
は
実
際
は
ロ
ー
マ
よ
り
も
完
全
な
キ
リ
ス
ト
教
国
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ロ
ー
マ
自
体
は
過
去
の
異
教
徒
の
要
素
を
多
く
保
持
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
徹
底
的
に
破
壊

さ
れ
た
。
オ
ー
デ
ィ
ン
（O

rdin

）﹇
訳
注
：
神
話
に
出
て
く
る
知
識
、
文
化
、

戦
争
、
死
者
の
神
﹈
や
ト
ル
（T

hor

）﹇
訳
注
：
雷
や
戦
争
の
神
﹈、
そ
の
他
サ

ク
ソ
ン
族
の
神
々
の
痕
跡
は
、
単
に
週
の
曜
日
の
名
前
と
し
て
残
っ
た
だ

け
で
、
新
し
い
国
民
意
識
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
伝
説

上
の
背
景
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ア
ー
サ
ー
王
（K

ing A
rthur

）

と
彼
の
宮
廷
物
語
と
い
う
形
を
取
っ
て
、
ロ
ー
マ
・
ブ
リ
ト
ン
人
（the 

R
om

ano-B
ritons

）
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
。
ア
ー
サ
ー
王
の
原
型
は
恐

ら
く
、
サ
ク
ソ
ン
族
の
進
軍
を
数
年
間
う
ま
く
抑
え
た
、
ロ
ー
マ
化
さ
れ

た
キ
リ
ス
ト
教
的
イ
ギ
リ
ス
人
の
族
長
だ
っ
た
。
彼
は
後
に
中
世
風
の
服

装
を
身
に
着
け
、
多
く
の
恋
愛
物
語
の
主
題
と
な
っ
た
が
、
彼
は
本
質
的

に
は
ケ
ル
ト
人
で
あ
る
。
自
ら
の
伝
説
上
の
ル
ー
ツ
を
忘
れ
、
追
い
払
っ

た
部
族
の
ル
ー
ツ
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
確
か
に
非
常
に

驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
想
像
し
て
き
た

よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
統
合
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ノ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
（the N

orm
an invasion

）
は
最
大
の
影
響
を
も

た
ら
し
た
。
と
い
う
の
は
そ
の
侵
入
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
弱
体
で
不

安
定
な
サ
ク
ソ
ン
国
家
に
、
高
度
の
組
織
と
厳
し
い
規
律
を
持
ち
込
み
、

最
も
危
険
な
封
建
制
度
へ
突
入
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ノ
ル
マ
ン
人
の
強
力
な
要
塞
と
圧
倒
的
な
教
会
は
威
容
を
誇
り
、
今
日
で

も
至
る
所
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ノ
ル
マ
ン
人
は
し
か
し
、
文
化
的
に

は
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
サ
ク
ソ
ン
人
が
採
用
し
て
い
た
形
態
の
上

に
、
注
意
深
く
彼
ら
の
制
度
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
ノ
ル
マ
ン
人
の
フ

ラ
ン
ス
語
的
方
言
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
語
を
柔
ら
か
く
し
て
現
代

英
語
へ
と
変
え
た
。
国
民
の
精
神
的
背
景
に
対
す
る
彼
ら
の
最
大
の
貢
献

は
、
日
本
の
武
士
道
を
思
わ
せ
る
道
徳
律
を
伴
っ
た
、
優
雅
な
騎
士
道
の

考
え
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

引
き
続
い
て
、
フ
ラ
ン
ド
ル
人
（the Flem

ings

）﹇
訳
注
：
フ
ラ
マ
ン
語

を
話
す
ベ
ル
ギ
ー
人
﹈、
オ
ラ
ン
ダ
人
（the D

utch

）、
ユ
グ
ノ
ー
教
徒

（the H
uguenots

）﹇
訳
注
：
十
六
〜
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ル
バ
ン
派
の
新

教
徒
﹈、
ユ
ダ
ヤ
人
を
は
じ
め
、
多
数
の
人
々
が
流
入
し
て
き
た
が
、
彼

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
国
民
精
神
（national psyche

）
に
何
か
を
付
け
加
え
、

最
終
的
に
は
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
は
例
外
で
、
彼
ら

の
宗
教
が
な
け
れ
ば
彼
ら
も
国
民
的
習
慣
を
採
用
し
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
宗
教
が
彼
ら
の
特
徴
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
我
々
は
現
在
、
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
出
身
の
移
民
を
受
け
入

れ
て
い
る
。
彼
ら
は
今
日
、
同
化
の
途
上
に
あ
る
が
、
同
化
に
は
し
ば
ら

く
時
間
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
古
く
か
ら
確
立
さ
れ
た
カ
ー
ス
ト
制

度
が
強
固
な
イ
ン
ド
人
に
は
、
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
過
程
は
始
ま
っ
て
い
る
。
土
地
自
体
が
そ
こ
に
住
む
人
々



No. 83, 2019　50モラロジー研究

に
、
何
か
不
思
議
な
力
で
特
別
な
性
格
を
付
与
し
、
人
々
は
自
分
に
と
っ

て
の
意
味
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
底
流
す
る
文
化
に
適
合
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
過
去
三
十
年
の
間
に
、
ア
フ
リ
カ
人
の
中
に
は
、
容
貌
が
イ
ギ
リ

ス
人
に
近
く
な
っ
た
人
が
い
る
と
私
は
思
う
。
顔
の
表
情
に
微
か
な
変
化

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
ア
フ
リ
カ
系
の
若
者
の
中
に
は

純
粋
の
コ
ク
ニ
ー
訛
や
ヨ
ー
ク
シ
ャ
方
言
を
話
す
人
も
い
る
。
言
葉
が
等

し
い
と
こ
ろ
で
は
、
思
考
の
型
も
等
し
い
。
国
の
伝
統
（the national 

ortholinon

）
は
決
し
て
単
な
る
抽
象
概
念
で
は
な
く
、
先
導
す
る
力
で

あ
り
、
識
別
で
き
な
い
ほ
ど
無
力
な
も
の
で
は
な
い
。
新
参
者
は
初
め
の

う
ち
は
常
に
嫌
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
が
お
ろ
か
に
も
顔
を
背
け

て
は
な
ら
な
い
贈
り
物
を
、
後
世
の
人
々
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。
我
々
は
国
家
の
精
神
（the spirit of the nation

）
の
隠
れ
た
働
き

を
信
頼
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
、
た
と
え
そ
う
す
る
こ
と
で
、
我
々
の
現

在
の
形
式
の
も
の
を
少
々
喪
失
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
。

第
七
章　

君
主
制
の
本
質

　

前
章
で
素
描
し
た
背
景
に
照
ら
し
て
、
君
主
制
の
思
想
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
我
々
は
人
類
学
者
の
援
助
を
必
要
と

す
る
。
未
開
人
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
研
究
は
、
我
々
自
身
の
発
達
に
つ
い

て
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
有
用
な
の
は
、
あ
の
記

念
碑
的
著
作
、
つ
ま
り
フ
レ
イ
ザ
ー
卿
（Sir Jam

es Frazer

）
の
『
金

枝
篇
（T

he G
olden B

ough

）』
で
あ
る
。

　

巨
石
文
化
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
考
察
さ
れ
て
き
た
こ
と
す
べ
て
は
、
未

開
部
族
の
慣
習
に
関
す
る
知
識
と
一
致
す
る
。
今
日
ま
で
、
あ
る
い
は
最

近
ま
で
、
存
続
し
て
き
た
「
新
石
器
時
代
の
」
文
化
の
す
べ
て
に
お
い

て
、
人
間
の
継
続
的
な
豊
か
さ
と
、
人
間
の
生
存
を
支
え
る
動
物
や
植
物

の
継
続
的
な
豊
か
さ
を
確
保
し
た
い
と
い
う
思
い
を
、
物
質
的
・
象
徴
的

に
表
現
す
る
形
態
が
、
広
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
本
質
的
な
特
徴
は
、

神
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
神
は
最
初
は
ト
ー
テ
ム
的
動
物
に
よ
っ

て
、
後
に
は
神
聖
と
見
な
さ
れ
た
人
間
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
こ
の
神

の
化
身
で
あ
り
、
部
族
の
精
神
を
具
現
す
る
祭
祀
王
（priest-king

）

が
、
王
族
（royalty

）
の
起
源
で
あ
る
。

　

こ
の
種
の
王
職
（kingship

）
に
関
す
る
フ
レ
イ
ザ
ー
の
見
解
を
、
メ

イ
ア
（Lucy M

air

）
は
『
未
開
統
治
（P

rim
itive G

overnm
ent

）』

（H
arm

ondsw
orth, Penguin, 1966, p. 230

）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

に
要
約
し
て
い
る
。

未
開
人
は
土
地
・
家
畜
・
人
間
の
豊
か
さ
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
こ

の
豊
か
さ
を
促
進
す
る
目
的
を
巡
っ
て
宗
教
的
思
想
を
構
築
す
る
。

未
開
人
は
、
神
々
を
植
物
あ
る
い
は
天
候
と
結
び
つ
い
た
存
在
と
捉

え
、
年
周
期
で
死
に
そ
し
て
蘇
る
存
在
と
捉
え
て
い
る
。
も
っ
と
も

原
初
的
な
王
は
、
政
治
的
共
同
体
の
支
配
者
で
は
な
く
、
自
然
神
が

化
身
し
た
と
考
え
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
身
体
的
な
健
康
は
、
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彼
ら
の
土
地
や
人
々
の
健
康
に
影
響
し
、
彼
ら
の
性
的
能
力
は
、
国

内
の
人
や
自
然
の
豊
か
さ
に
影
響
す
る
。
そ
し
て
王
は
自
然
死
を
許

さ
れ
ず
、
儀
式
的
な
方
法
で
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

が
、
フ
レ
イ
ザ
ー
が
未
開
人
の
特
質
で
あ
る
と
す
る
複
雑
な
信
仰
の

必
須
の
部
分
で
あ
る
。
…
…
未
開
人
は
不
死
の
神
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
神
々
は
人
間
が
死
ぬ
の
と
同
じ
よ
う
に
死

に
、
も
し
神
の
肉
体
を
宿
す
人
間
が
死
ね
ば
そ
の
神
も
死
ぬ
も
の
と

信
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
フ
レ
イ
ザ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
未

開
人
は
、
神
が
常
に
最
盛
の
力
を
も
っ
た
肉
体
に
住
ま
う
よ
う
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
を
死
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
王
の
力
が
衰
え
始
め
る
と
、
彼
は
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

「
彼
の
魂
（soul

）
は
、
迫
り
く
る
衰
退
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
前

に
、
強
健
な
後
継
者
に
譲
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ

る
。

　

同
様
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
部
族
は
、
祭
祀
王
を
肉
体
の
切
断
を
含
む

犠
牲
的
儀
式
に
よ
っ
て
殺
し
、
神
の
力
（the virtue

）
を
獲
得
す
る
こ

と
を
願
っ
て
王
の
肉
体
を
貪
り
食
ら
う
こ
と
が
あ
り
、
土
壌
を
豊
潤
に
す

る
た
め
に
、
そ
の
肉
体
を
原
野
に
ま
き
散
ら
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
両
者
の
場
合
も
あ
る
。

　

未
開
王
が
極
度
の
不
便
を
蒙
る
話
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
及
び
そ
の
他
の
著

作
に
ふ
ん
だ
ん
に
見
ら
れ
る
。
王
は
非
常
に
高
貴
な
存
在
で
あ
る
の
で
、

一
般
日
常
の
事
柄
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
時
に
は
彼
は
決
し

て
足
を
地
面
に
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
彼
は
歩
き
回

る
こ
と
が
で
き
ず
、
運
ん
で
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い

は
彼
は
食
物
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
食
べ
さ
せ
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
食
物
も
多
か
っ

た
。
時
折
、
日
向
に
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
ア
フ

リ
カ
の
あ
る
部
族
で
は
、
も
し
多
数
の
妻
が
性
的
に
満
足
で
き
な
い
と
不

平
を
言
え
ば
、
王
は
小
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
飢
え
死
に
す
る
運
命
に
置
か

れ
た
。
王
職
は
非
常
に
煩
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
人
々
は
で
き
る

こ
と
な
ら
そ
れ
を
避
け
た
い
と
し
た
。

　

我
々
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
巨
石
文
化
時
代
の

祖
先
達
は
恐
ら
く
聖
職
者
階
級
の
中
か
ら
王
を
選
び
、
王
の
在
任
期
間
は

比
較
的
短
く
、
王
の
儀
式
上
の
義
務
や
制
約
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
で
、

積
極
的
・
効
率
的
統
治
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
し
て
王
の
墓
を
造

る
に
し
て
も
、
不
快
な
犠
牲
的
儀
式
の
後
の
使
い
き
れ
な
い
残
存
物
の
保

管
場
所
以
上
の
も
の
は
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

対
象
的
に
、
そ
れ
に
続
く
中
期
銅
器
時
代
に
は
、
軍
事
的
首
領

（m
ilitary chieftains

）
の
支
配
が
生
ま
れ
た
。
彼
ら
は
も
は
や
神
の
化

身
で
は
な
く
、
部
族
全
体
の
福
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
働
き

の
中
心
的
位
置
に
と
ど
ま
っ
た
。
祭
祀
王
か
ら
軍
事
的
首
領
へ
の
王
位
形

態
の
発
展
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

平
和
が
支
配
し
て
い
る
と
き
に
は
、
巨
石
文
化
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
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に
、
儀
式
に
縛
ら
れ
て
強
力
な
活
動
が
で
き
な
い
よ
う
な
王
を
戴
く
こ
と

が
極
め
て
都
合
の
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
状
況
が
変
わ
っ
て
強
健
で
経
験
豊

か
な
戦
闘
指
導
者
が
必
要
と
な
る
と
、
王
に
何
ら
か
の
些
細
な
欠
点
が
発

見
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
王
を
犠
牲
に
供
す
る
よ
う
な
無
駄
な
贅

沢
を
行
う
ゆ
と
り
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
戦
闘
指
導
者
は
、
も
は
や
聖

職
の
よ
う
に
無
力
な
犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
へ
の
支
持
を

誓
い
個
人
的
な
魅
力
と
い
う
絆
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
頑
強
な
戦
士
に
取
り

巻
か
れ
、
儀
式
遵
守
と
い
う
詭
弁
に
対
抗
し
て
、
粗
野
な
実
力
を
対
置
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
力
の
均
衡
の
変
化
は
、
通
常
は
駆
け
引
き

の
態
を
装
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
旧
約
聖
書
は
預
言
者
サ
ミ
ュ

エ
ル
（the prophet Sam

uel

）
と
王
サ
ウ
ル
（K

ing Saul

）
の
緊
張
関

係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
も
し
行
間
を
読
み
、
聖
職
者
的
脚
色
を
値

引
い
て
読
め
ば
、
そ
の
記
述
は
非
常
に
教
訓
的
で
あ
る
。
人
々
は
も
は
や

教
会
の
支
配
を
甘
受
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
戦
闘
指
導
者
タ
イ
プ
の
現
世

的
王
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
不
承
不
承
受
け
入
れ
ら
れ
、

王
サ
ウ
ル
が
選
ば
れ
た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
は
、
征
服
さ
れ
た
部
族
の
男
女
、

子
供
、
家
畜
を
皆
殺
し
に
せ
よ
と
の
狂
信
的
な
命
令
、
つ
ま
り
聖
職
者
支

配
の
不
幸
な
側
面
で
あ
る
残
忍
な
指
令
を
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
王
サ
ウ

ル
は
そ
の
命
令
に
完
全
に
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
の
機
嫌
を

損
ね
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
な
ら
大
目
に
見
て
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
の

好
意
を
得
た
い
と
願
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
サ
ウ
ル
の
軍
事
力

は
、
教
会
の
反
対
に
抗
す
る
に
十
分
で
あ
っ
て
、
彼
は
外
国
と
の
戦
争
で

死
を
遂
げ
る
ま
で
、
権
力
の
座
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

無
力
な
祭
祀
王
か
ら
強
力
な
戦
闘
指
導
者
へ
の
移
行
に
は
、
様
々
な
方

法
が
あ
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
祭
祀
王
は
元
来
、
肉
体
的
に
相
応
し
い

か
ど
う
か
の
定
期
的
な
テ
ス
ト
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
合
格

し
な
け
れ
ば
、
彼
の
支
配
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
生
命
も
、
終
わ
る
と
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
テ
ス
ト
は
ヘ
ブ
・
セ
ッ
ド
儀
式
（heb-sed cerem

ony

）

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
徒
競
争
の
よ
う
な
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
行
事
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
場
所
が
、
第
三
王
朝
の
フ
ァ
ラ

オ
・
ゾ
ー
サ
ー
（Pharaoh Zoser

）
の
石
段
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
構
内
に
、

今
日
も
な
お
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
時
の
流
れ
と
と
も
に
、
こ
の

テ
ス
ト
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
っ
た
。
フ
ァ
ラ
オ
は
彼
の
肉
体
的

な
優
れ
た
能
力
を
、
実
際
の
敵
対
行
為
で
は
な
く
、
儀
式
的
な
行
為
で
演

出
し
た
の
で
あ
る
。
終
局
的
に
は
、
そ
の
儀
式
は
一
種
の
記
念
祝
祭
と
な

り
、
長
年
王
座
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
式
典
に
発
展
し
て
い
っ

た
。
他
の
事
例
と
し
て
は
、
無
能
で
無
資
格
な
王
に
対
処
す
る
た
め
に
、

替
わ
り
の
影
の
王
を
指
名
し
、
実
効
的
支
配
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
ぶ
よ
う
に

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
時
に
は
、
王
が
十
分
な
威
信
を
確
立
し
、
時
代
遅

れ
の
規
則
に
従
わ
な
く
て
も
よ
く
、
王
の
儀
式
的
な
殺
害
を
廃
止
し
て

も
、
実
際
に
災
害
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
臣
民
が
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ

た
例
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

少
数
で
は
あ
る
が
、
二
重
王
職
（double kingship

）
と
い
う
非
常
に

興
味
深
い
形
態
が
生
起
し
た
例
も
あ
る
。
つ
ま
り
第
一
の
王
は
、
国
家
の
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精
神
的
具
現
者
と
見
な
さ
れ
、
最
高
度
の
忠
誠
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
を

得
、
第
二
の
王
が
、
名
目
上
は
第
一
の
王
に
従
属
し
な
が
ら
、
政
治
権
力

を
行
使
し
た
例
で
あ
る
。
例
え
ば
ト
ル
コ
部
族
の
カ
ザ
ル
ス
族
（the 

K
hazars

）
は
、
七
世
紀
に
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
の
北
部
に
強
力
な
王
国
を

築
い
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ザ
ル
ス
族
は
、
事
実
上
は
隠
遁
状
態
に
置
か
れ

て
い
た
祭
主
の
カ
ガ
ン
大
王
（G

reat K
agan

）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、

彼
の
名
目
上
の
代
理
で
あ
っ
た
カ
ガ
ン
・
ベ
グ
（the K

agan B
eg

）
が
、

実
際
上
の
統
治
を
行
っ
た
。
カ
ザ
ル
ス
族
が
ユ
ダ
ヤ
教
を
国
家
宗
教
（a 

national religion

）
と
し
て
採
用
す
る
（
こ
れ
に
よ
り
今
日
の
ほ
と
ん
ど

の
ユ
ダ
ヤ
人
の
祖
先
と
な
っ
た
）
以
前
に
は
、
カ
ガ
ン
大
王
は
、
君
臨
の

当
初
に
定
め
ら
れ
て
い
た
年
限
ま
で
命
を
長
ら
え
る
と
、
殺
さ
れ
た
の
で

あ
る
。（
ケ
ス
ト
ラ
ー
（A

rthur K
oestler

）
著
『
十
三
番
目
の
部
族

（T
he T

hirteenth T
ribe

）』、London, Picador, 1978, pp. 47 

│51
 

参
照
）

徳
川
将
軍
時
代
の
日
本
も
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
。
幾
分
類
似
し
て
い
る

の
は
、
実
質
上
の
支
配
者
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
（the 

D
alai Lam

a

）
が
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
（the Panchen Lam

a
）
を
精

神
的
上
位
者
と
し
て
尊
敬
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

国
民
国
家
の
出
現
に
伴
っ
て
軍
事
力
の
重
要
性
が
増
す
に
連
れ
、
何
ら

か
の
方
法
で
支
配
的
王
職
（ruling kingship

）
が
未
開
の
秘
跡
的
王
職

（sacram
ental kingship

）
か
ら
生
起
し
て
き
た
と
、
結
論
付
け
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
王
の
〔
秘
跡
的
王
職
か
ら
の
〕

離
脱
は
、
通
常
、
漸
進
的
な
過
程
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
慣

習
か
ら
の
急
激
な
離
脱
は
、
国
王
か
ら
必
要
な
民
衆
の
支
持
を
奪
う
こ
と

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
聖
な
る
王
職
（sacred kingship

）
の
観
念
は
、

ユ
ン
グ
的
意
味
の
元
型
（an archetype

）
や
廣
池
的
意
味
の
伝
統
（an 

ortholinon

）
と
し
て
、
部
族
的
、
国
民
的
意
識
に
深
く
し
み
込
ん
で
い

た
の
で
、
も
し
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
と
、
国
家
は
分
裂
し
た
で
あ
ろ
う
。

〔
元
型
や
伝
統
の
〕
糸
は
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
か
な

り
近
代
に
至
る
ま
で
、
人
々
の
信
仰
の
中
に
し
っ
か
り
と
存
在
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
々
は
、
国
王
は
非
常
に
神
々
し
い
の
で
、
彼
に
接

触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
気
が
治
る
と
信
じ
、
そ
れ
が
王
の
魔
力

（K
ing’s E

vil

）
に
接
触
す
る
儀
式
と
な
っ
た
。
こ
の
儀
式
は
、
英
国
に

お
い
て
は
、
一
七
一
四
年
に
ハ
ノ
ー
バ
ー
王
朝
（the H

anoverian 

dynasty

）
が
王
座
に
就
く
ま
で
、
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
戦
闘
指
導
者
」
の
段
階
で
は
、
君
主
制
は
ま
だ
法
と
慣
習
の
支
配
下

に
あ
っ
た
。
そ
の
地
位
に
つ
い
て
、
十
三
世
紀
の
英
国
の
偉
大
な
法
学
者

で
あ
る
ブ
レ
イ
ク
ト
ン
（B

racton

）
は
、
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

彼
は
、
王
は
人
間
の
下
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
神
と
法
の
下
に
置

か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
も
英

国
の
法
制
度
の
基
礎
で
あ
り
、
立
憲
君
主
制
（constitutional 

m
onarchy

）
の
基
盤
で
あ
る
。
も
っ
と
も
当
時
は
、
王
は
ま
だ
個
人
的

な
支
配
者
で
あ
っ
て
、
我
々
が
知
る
よ
う
な
立
憲
君
主
制
は
現
れ
て
い
な

か
っ
た
。

　

次
の
段
階
は
、
君
主
制
が
法
や
慣
習
に
支
配
さ
れ
ず
、
絶
対
的
権
威
を
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具
体
的
領
域
に
お
い
て
行
使
し
た
段
階
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
あ

っ
た
数
世
紀
間
を
除
け
ば
、
英
国
に
お
い
て
は
絶
対
的
権
威
の
下
に
置
か

れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
十
七
世
紀
に
は
、
そ
の
危
険
性
が
増

大
し
た
こ
と
は
あ
る
。
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
（K

ing C
harles I

）
が

首
を
刎
ね
ら
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
専
制
政
治
は
古
代
世
界
の
大

帝
国
と
共
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
王
が
法
も
慣
習
も
異
な
る
多
数
の

国
（nations

）
を
支
配
す
る
皇
帝
と
な
れ
ば
、
特
定
の
法
や
慣
習
に
縛

ら
れ
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
支
配
者
の
意
思
は
武
力
に
よ

っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
が
、
神
性
の
観
念
は
、
武
器
の
権
威
を
強
化
す
る

た
め
に
存
続
し
、
実
際
に
強
化
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
皇
帝
は
神
聖
な
階
級
と

見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
死
後
、
儀
式
的
に
神
格
化
さ
れ
た
者
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
皇
帝
の
神
性
は
、
そ
の
神
性
に
異
議
を
唱
え
た
初
期
キ
リ
ス

ト
教
徒
を
迫
害
す
る
主
な
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
困
難
は
、
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
（C

onstantine

）
の
支
配
す
る
帝
国
が
キ
リ
ス
ト
教

を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
皇
帝

は
、
そ
の
時
以
来
、
自
分
自
身
は
神
聖
で
は
な
い
が
、
神
の
恵
み
に
よ
り

神
的
権
威
を
も
っ
て
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
後
に
イ

ス
ラ
ム
教
主
カ
リ
フ
（the M

uslim
 C

aliphs

）、
そ
の
他
の
支
配
者
が
採

用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
専
制
政
治
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

は
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
十
四
世
・
太
陽
王
（the Sun K

ing

）
の
時
に
絶
頂

期
を
迎
え
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
致
命
的
打
撃
を
蒙

っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
専
制
政
治
は
、
特
に
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
一
九
一

四
年
か
ら
一
九
年
に
起
こ
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
、
数
世
紀
の
間
、

存
続
し
た
。

　

英
国
に
お
い
て
は
、
法
と
慣
習
に
支
配
さ
れ
る
戦
士
王
職
は
、
よ
り
望

ま
し
い
発
展
の
道
を
た
ど
っ
た
。
政
治
へ
の
民
衆
参
加
の
要
求
は
徐
々
に

高
ま
っ
た
。
国
王
評
議
会
（the K

ing’s W
itan or C

ouncil

）
は
、
元
々

は
国
王
を
取
り
巻
く
有
力
者
や
高
官
の
組
織
体
で
あ
り
、
後
に
主
要
な
地

主
が
全
員
参
加
（
お
そ
ら
く
部
族
の
長
老
の
組
織
体
を
回
想
さ
せ
る
も

の
）
す
る
封
建
制
原
理
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
議
会
と

い
う
形
態
の
進
歩
し
た
モ
デ
ル
に
、
徐
々
に
道
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
議
会
は
、
国
王
、
有
力
者
、
大
地
主
ば
か
り
で
な
く
、
共
同
体
全
体

の
代
表
者
、
つ
ま
り
下
院
（the H

ouse of C
om

m
ons

）
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
下
院
は
元
来
、
副
次
的
な
要
素
で
あ
っ
た
が
、
財

源
を
授
与
し
た
り
留
保
し
た
り
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
必
然
的
に

優
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
、
国
王
は
行
政
的
支
配
者
の
地
位
に

留
ま
っ
て
い
た
が
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
政
体
内
の
確
執
の
結
果
、
十
八

世
紀
お
よ
び
十
九
世
紀
の
間
に
代
表
者
会
議
（conventions

）
が
設
立

さ
れ
た
。
こ
の
事
に
よ
り
、
国
王
の
権
力
は
実
際
上
と
い
う
よ
り
は
名
目

上
の
も
の
と
な
り
、
行
政
大
臣
（the executive m

inister

）
が
議
会
全

体
に
責
任
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
は
主
と
し
て
下
院
に
責
任
を

負
う
よ
う
に
な
っ
た
。
国
王
は
下
院
の
権
威
の
源
泉
で
あ
り
続
け
た
が
、

下
院
の
過
失
を
非
難
す
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
。
国
王
の
地
位
は
、
チ
ャ

ー
ル
ズ
二
世
の
言
葉
に
適
切
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
卿
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（Lord R
ochester

）
が
風
刺
詩
で
、
国
王
は
決
し
て
愚
か
な
こ
と
は
言

わ
な
い
が
賢
明
な
こ
と
も
決
し
て
行
わ
な
い
と
詠
っ
た
の
を
聞
い
て
、
チ

ャ
ー
ル
ズ
二
世
は
、
国
王
の
言
葉
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
行

動
は
大
臣
た
ち
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
均
衡
が
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
王
（the 

C
row

n

）
は
国
家
の
精
神
的
側
面
を
体
現
し
つ
つ
、
他
の
す
べ
て
が
失
敗

に
帰
し
た
場
合
に
介
入
す
る
権
力
を
保
持
し
、
有
力
者
な
い
し
は
部
族
の

長
老
は
連
続
性
を
維
持
し
、
下
院
は
変
化
す
る
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に

新
た
な
思
想
を
革
新
す
る
力
を
代
表
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
今
日
我
々

が
知
る
よ
う
な
立
憲
君
主
制
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
多
く
の
国
の
モ
デ
ル

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
は
人
々
の
心
理
的
・
精
神
的
な

ニ
ー
ズ
に
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

人
類
全
体
の
事
象
に
関
す
る
高
水
準
の
調
和
を
確
立
す
る
と
い
う
視
点

か
ら
、
君
主
制
の
観
念
が
将
来
ど
の
よ
う
に
発
展
す
べ
き
か
を
、
我
々
は

後
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
目
下
の
と
こ
ろ
は
、
君
主
制

は
人
間
組
織
の
縦
糸
（the thread

）
に
お
け
る
基
礎
的
要
素
と
考
え
ら

れ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

し
か
し
君
主
制
の
観
念
そ
の
も
の
は
、
過
去
二
・
三
千
年
の
間
に
徐
々

に
廃
止
さ
れ
て
き
た
。
初
期
の
こ
ろ
に
は
、
王
は
、
ロ
ー
マ
共
和
国
に
お

い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
だ
重
要
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
儀
式
的
な

義
務
を
負
う
下
級
官
吏
の
役
割
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
政
務
は
一
般
に
都
市
国
家
と
い
わ
れ
る
所
で
は
、
自
由
民
の
集
会
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
た
。
自
由
民
階
級
は
決
し
て
共
同
体
全
体
を
包
含
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
多
数
の
奴
隷
、
女
性
、
そ
し
て
移
民
の
血
を
引
く
子

孫
た
ち
の
声
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
初
期
の
共
和
国
は
寡
頭
制
で

あ
っ
た
。
時
代
が
下
る
と
、
名
目
上
の
王
位
さ
え
廃
止
さ
れ
、
人
民
が
最

高
位
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
実
際
は
、
人
民
の
立
場
は
そ
の
よ
う
に
高
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
共
和
国
は
、
指
導
的
な
家
族
や
そ
の
盟
友
及
び
従

者
か
ら
成
る
党
派
に
支
配
さ
れ
、
あ
る
い
は
部
分
的
利
益
に
基
づ
い
て
提

案
す
る
政
党
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
に
は
共
和
国
は
、
勝
手

に
君
主
政
治
の
復
活
を
目
論
む
専
制
君
主
に
接
収
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、

党
派
的
指
導
者
に
よ
る
集
団
的
専
制
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
単
独
党
派
に

接
収
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
通
常
は
、
最
も
発
言
力
が
あ
り
、
遠
慮
が

な
く
、
決
断
力
の
あ
る
者
が
、
支
配
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
的
要

素
は
棄
却
さ
れ
、
人
民
大
衆
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
人
民
は
、
折

に
触
れ
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
支
配
者
の
決
定
を
支
持
す
る
よ
う
に

仕
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を

回
避
し
た
成
功
例
の
最
た
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
ス
イ
ス
共
和
国
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ス
イ
ス
共
和
国
に
お
い
て
は
、
権
威
の
大
部
分

を
地
方
の
州
が
保
持
し
、
そ
こ
で
は
法
律
を
修
正
す
る
提
案
の
是
非
を
問

う
国
民
投
票
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
高
度
に
繁
栄
し
た
静

寂
で
内
向
き
の
社
会
が
産
み
出
さ
れ
た
が
、
君
主
制
の
鼓
舞
的
要
素
を
欠

い
て
い
る
分
、
冒
険
を
避
け
る
常
識
的
な
社
会
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

共
和
国
に
付
随
す
る
困
難
は
、
国
王
を
大
統
領
に
置
き
換
え
て
も
、
そ
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れ
が
実
質
的
に
機
能
し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
統
領
は
、
一
時
的
な
王

の
よ
う
に
カ
リ
ス
マ
性
や
統
治
能
力
の
な
い
国
家
の
形
式
的
な
体
現
者
と

見
な
さ
れ
て
、
実
在
性
の
な
い
も
の
（a nonentity

）
と
な
っ
て
し
ま
う

か
、
有
能
な
行
政
的
支
配
者
と
見
な
さ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
後

者
の
場
合
、
大
統
領
は
自
分
自
身
の
政
策
、
あ
る
い
は
自
党
の
政
策
を
明

確
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
部
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
の
政
策
は
ほ
と

ん
ど
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
場

合
の
よ
う
に
、
大
統
領
は
政
争
の
的
と
と
な
り
、
多
数
の
人
々
は
、
そ
の

人
物
を
で
き
る
だ
け
早
く
解
任
し
よ
う
と
願
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
に
お
い
て
は
、
国
民
の
共
通
願
望
を
自
身
に
体
現
で
き
る
の
は
、
ご

く
例
外
的
な
個
人
だ
け
で
あ
る
。
今
日
こ
の
よ
う
な
傑
出
し
た
支
配
者
に

分
類
で
き
る
人
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
故
ド
ゴ
ー
ル
（de G

aulle

）

大
統
領
と
エ
ジ
プ
ト
の
サ
ダ
ト
（Sadat

）
し
か
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
大
統
領
の
権
力
の
行
使
は
、
濫
用
か
、

非
効
率
か
、
せ
い
ぜ
い
凡
庸
な
も
の
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
カ
リ
ス
マ
的
な
支
配
者
が
い
な
い
場
合
は
、
民
衆
の
忠

誠
心
の
焦
点
と
な
る
代
替
物
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
代
替
物
は
、
不
相
応
な
象
徴
的
意
義
を
与
え
ら
れ
る
国
旗
に
求
め
ら

れ
る
か
、
他
に
は
「
愛
国
心
」（‘La Patrie’

）
と
い
う
言
葉
の
よ
う
な
国

民
的
意
識
の
形
成
に
求
め
ら
れ
る
か
で
あ
ろ
う
。
衆
目
の
認
め
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
は
あ
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
危
難
の
中
で
、
ロ
シ
ア
共
産
党
寡
頭
政
治
は
、
国
民
の
愛
国

心
や
国
民
的
宗
教
と
い
う
精
神
的
な
力
に
援
助
を
求
め
た
。
後
者
は
別
の

時
期
に
は
退
け
ら
れ
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
て
唯
物
主
義

的
見
地
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
々
は
聖

な
る
ロ
シ
ア
、
愛
国
心
、
あ
る
い
は
祖
国
の
た
め
に
は
死
ぬ
覚
悟
は
出
来

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
観
念
が
有
効
な
の
は
主
と
し
て
非
常
時
に
お
い
て

で
あ
る
。
体
制
が
平
穏
な
時
に
は
、
発
展
の
持
続
的
潮
流
を
支
え
る
力
と

し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

実
際
に
お
い
て
、
共
和
国
は
極
め
て
安
定
し
た
も
の
に
な
る
か
、
そ
う

で
な
い
か
に
分
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
軍
事
的
政
権
奪
取
の
増
大
が
今
日

の
日
常
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
軍
隊
が
君
主
の
系
列
に
忠
誠
心
を
抱
い

て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
軍
隊
は
す
ぐ
自
ら
の
価
値
観
を
発
展
さ
せ
、
政

治
に
介
入
し
、
時
の
支
配
者
が
満
足
す
べ
き
で
な
い
場
合
は
、
そ
れ
に
取

っ
て
替
わ
る
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
帝
国
が
転
覆
し
て

以
来
の
南
ア
メ
リ
カ
や
、
も
っ
と
最
近
の
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
よ
う

に
、
革
命
が
蔓
延
す
る
。
不
安
の
感
情
が
常
態
化
す
る
。
他
の
場
合
で

は
、
高
圧
的
な
官
僚
政
治
が
押
し
付
け
ら
れ
、
思
想
と
行
動
の
自
由
が
す

べ
て
抑
圧
さ
れ
、
強
制
的
な
黙
従
と
い
う
無
益
な
状
況
が
生
ま
れ
る
で
あ

ろ
う
。
他
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、
制
度
的
に
は
明
ら
か
に
自
由
が
保
持
さ
れ

て
い
る
が
、
民
衆
扇
動
の
風
に
支
配
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
立
憲
君
主
制

は
、
そ
れ
と
異
な
り
、
公
認
の
指
針
の
枠
内
で
の
独
創
を
奨
励
し
、
そ
れ

以
外
で
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
精
神
の
自
由
を
生
み
だ
し
保
護
す
る
の
で

あ
る
。
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そ
の
例
を
見
つ
け
る
た
め
に
は
、
世
界
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
ス

ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
長
年
フ
ァ
シ
ス
ト
の
圧
政
が
続
い
た
後
、
君
主
制

が
復
活
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
精
神
が
解
放
さ
れ
、
国
民
共
同
体

の
中
で
本
来
の
位
置
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て

は
、
君
主
制
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
部
外
者
に
は
政
治
的
混
迷
の
永

続
状
態
と
見
え
る
状
況
に
な
っ
た
。
偉
大
な
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
あ
の
擬

似
君
主
、
ド
・
ゴ
ー
ル
と
い
う
傑
出
し
た
特
性
を
も
つ
人
物
に
よ
っ
て
、

不
安
定
性
か
ら
救
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
そ
の
現
状
に

つ
い
て
あ
え
て
評
価
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
こ
に
君
主
制
へ
の
憧

れ
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
共
和
国
は
安
定
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
ド
イ
ツ
人
は
、
折
に
触
れ
彼
ら
に
影
響
を
与
え
て
き
た

奇
妙
な
狂
気
に
把
束
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
分
別
の
あ
る
国
民
で
あ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
君
主
制
は
世
界
制
覇
の
幻
想
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
、
例
外
的
に
、
共
和
政
体
主
義
（republicanism
）
が
目
下

の
と
こ
ろ
彼
ら
に
と
っ
て
最
も
安
全
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
西
欧
世
界
の
指
導
力
の
廃
れ
行
く
機
能
の
後

を
継
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
内
向
き
思
考
と
外
向
き
思
考
に
引

き
裂
か
れ
た
優
柔
不
断
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
的
理
想
を
掲

げ
た
が
、
そ
れ
は
よ
く
分
析
し
て
み
る
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
物
質
主

義
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
場
所
で
は
、
共
和
政
体
は
、
秘
密
警
察

と
組
織
的
拷
問
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
専
制
政
治
へ
と
後
退
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　

他
方
、
合
理
的
な
安
定
性
は
、
日
本
、
タ
イ
王
国
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ

ィ
ア
諸
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
そ
し
て
英
連
邦
と
い
っ
た
立
憲
君

主
国
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
英
連
邦
に
関
し
て

言
え
ば
、
共
和
制
型
の
政
体
を
採
用
し
た
、
以
前
の
自
治
領
や
植
民
地

は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
を
与
え
ら
れ
て
、
共
和
政
体
一
般
の
不
安
定
性
を
共

有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
が
ま
さ
に
そ
の
例
で
あ

り
、
母
国
イ
ン
ド
は
、
見
た
と
こ
ろ
本
質
的
に
王
政
主
義
者
（royalist

）

で
あ
り
、
新
し
い
君
主
政
体
を
確
立
す
る
用
意
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

選
択
を
誤
っ
て
混
乱
を
極
め
て
い
る
。
中
国
は
相
変
わ
ら
ず
え
た
い
が
し

れ
な
い
が
、
共
産
主
義
（
第
三
章
で
述
べ
た
現
実
主
義
的
思
想
学
派
の
復

活
に
過
ぎ
な
い
）
を
装
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
的
理
想
の
復

古
を
目
指
し
て
い
る
兆
候
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
た
と
い
新
し
い
皇
帝

の
王
朝
が
起
こ
っ
て
も
驚
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
概
括
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
例
外
は
免
れ
な
い
と
し
て
も
、
世
襲
的
な
立
憲
君
主
制

が
、
国
民
国
家
に
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
統
治
様
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
王
位
が
、
一
時
的
な
名
目
上
の
指
導
者
や
抽
象
的
な
シ

ン
ボ
ル
よ
り
も
明
確
な
伝
統
（ortholinon

）
を
提
供
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
り
、
一
般
的
な
歴
史
の
潮
流
に
一
層
合
致
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
法
廷
議
長
（Lord President of the Federal 

C
ourt O

f M
alaysia

）
で
あ
る
モ
ハ
メ
ッ
ド
・
サ
フ
ィ
ア
ン
博
士
（T

un 

D
r M

oham
ed Suf�an

）
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
廷
（the B

ar of the 
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Philippines

）
に
宛
て
た
演
説
（『
マ
レ
ー
シ
ア
法
学
雑
誌
（M

alaysian 

Law
 Journal

）』
一
九
七
九
年
九
月
号
参
照
）
で
マ
レ
ー
シ
ア
の
君
主
制

に
つ
い
て
語
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
陛
下
は
君
臨
す
る
の
み

で
、
支
配
し
統
治
せ
ず
、
政
治
的
に
は
中
立
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
…
…

彼
が
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
お
よ
び
マ
レ
ー
シ
ア
人
民
の
忠
誠
と
忠

義
の
対
象
と
し
て
の
機
能
を
優
雅
に
遂
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で

あ
る
。」
さ
ら
に
言
え
ば
、
君
主
制
自
体
が
、
過
去
に
お
い
て
国
民
国
家

制
度
の
進
化
的
形
成
に
随
伴
し
て
起
こ
っ
た
よ
う
に
、
人
類
を
政
治
組
織

の
次
の
段
階
へ
と
導
く
発
展
途
上
の
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

今
述
べ
た
こ
と
を
例
証
す
る
た
め
に
、
進
化
過
程
の
異
な
る
段
階
で
発

生
し
た
、
日
本
の
君
主
制
と
英
国
の
君
主
制
に
つ
い
て
、
再
び
考
察
し
て

み
よ
う
。

　

日
本
の
君
主
制
の
方
が
古
く
、
そ
の
形
成
は
祭
祀
王
の
歴
史
段
階
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
。
私
は
部
外
者
と
し
て
、
十
分
理
解
し
て
い
な
い
信
条
に

つ
い
て
は
慎
重
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
祖
先
神
・
天
照
大
神
が
神

話
上
の
太
陽
神
で
あ
っ
た
の
か
、
以
後
に
神
性
を
付
与
さ
れ
た
人
間
で
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
人
の
目

か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。『
論
文
』

の
第
十
三
章
に
、「
日
本
の
古
典
に
現
れ
た
る
記
事
と
神
話
に
関
す
る
学

者
の
正
説
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
り
、
そ
れ
は
廣
池
が
歴
史
的
な
説
明
を

行
い
、
明
ら
か
に
皇
室
に
つ
い
て
他
に
多
く
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と

を
窺
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
は
ま
だ
日
本
語
か
ら

翻
訳
さ
れ
て
は
い
な
い
。
と
も
あ
れ
、
長
期
間
に
わ
た
る
不
朽
の
家
系
の

存
続
が
存
在
す
る
。
王
朝
は
、
カ
ザ
ル
ス
王
朝
に
幾
分
似
た
二
重
君
主
制

の
時
代
を
生
き
延
び
て
き
た
。
そ
の
二
重
君
主
制
に
お
い
て
は
、
王
朝
は

将
軍
の
実
効
支
配
と
は
対
極
を
な
す
精
神
的
な
要
素
で
あ
っ
た
が
、
現
代

世
界
に
お
い
て
専
制
君
主
制
と
し
て
登
場
し
、
以
後
、
立
憲
型
の
君
主
制

に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
祭
祀
王
の
要
素
は
依
然
優
勢
で
あ
る
。

天
皇
は
見
た
と
こ
ろ
神
道
神
社
風
の
宮
城
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は

絶
大
な
心
理
的
効
果
を
持
つ
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
第
三
章
で
説
明
し

た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
天
皇
が
カ
ミ
で
あ
る
か
、
尊
敬
と
崇
拝
の
対
象
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
日
本
国
民
の
た
め
に
毎
日

祈
り
の
儀
式
を
執
り
行
う
。
ア
メ
リ
カ
が
押
し
付
け
た
一
九
四
五
年
の
憲

法
が
、
天
皇
の
神
性
を
剥
奪
し
た
と
は
い
え
、
こ
れ
が
少
し
で
も
実
際
上

の
相
違
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
も
し
神
を
破
壊
し
た
い

の
な
ら
、
神
に
神
殿
を
持
た
せ
た
ま
ま
に
し
て
は
い
け
な
い
。
皇
統
の
安

定
性
は
実
に
注
目
す
べ
き
偉
業
で
あ
り
、
廣
池
は
そ
れ
に
依
拠
し
て
、
最

高
道
徳
の
実
践
が
有
徳
な
継
承
者
の
系
列
を
無
限
の
未
来
に
ま
で
保
証
す

る
と
い
う
原
理
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
西
欧
に
お
け
る
古
代
家
族
を
悩

ま
せ
る
こ
と
の
多
い
遺
伝
に
関
わ
る
欠
陥
は
存
在
す
る
余
地
は
な
か
っ

た
。

　

他
方
、
英
国
の
王
室
は
、
起
源
は
古
い
が
、
後
期
の
戦
士
王
の
段
階
の

君
主
制
に
端
を
発
し
て
お
り
、
国
民
の
本
質
の
精
神
的
体
現
者
と
し
て
の

地
位
に
由
来
す
る
象
徴
的
な
擬
似
神
性
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
こ
と
は
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な
か
っ
た
。
家
系
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
の
娘
を
通
し
て
、
七
世
紀
に

ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
小
王
国
（the sm

all kingdom
 of W

essex

）
を
支
配
し

た
サ
ク
ソ
ン
・
イ
ン
（Saxon Ine

）
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
ウ

ェ
セ
ッ
ク
ス
小
王
国
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
に
ま
で
そ
の
勢
力
を
徐
々
に

拡
張
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
断
絶
、
中
断
と
王
家
の
結

婚
に
よ
る
修
復
、
女
系
の
遠
縁
に
よ
る
継
承
、
そ
し
て
議
会
に
よ
る
修
正

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
時
折
、
正
当
な
国
王
が
登
場
し
た
が
、
事
実
上
は

外
国
人
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世

（Jam
es V

I

）
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
継
承
し
た
時
は
、
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
ィ

リ
ア
ム
（W

illiam
 of O

range

）
が
妻
の
お
か
げ
で
指
名
さ
れ
、
妻
の
死

後
も
支
配
を
続
け
た
。
ほ
ぼ
完
全
に
ド
イ
ツ
皇
太
子
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
ハ
ノ
ー
バ
ー
家
の
ジ
ョ
ー
ジ
王
（G

eorge of H
anover

）
は
、
曾
祖

父
に
連
な
る
家
系
に
よ
っ
て
王
座
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
十
三
世
紀
以
前

は
、
君
主
制
は
少
な
く
と
も
理
論
上
は
選
任
制
で
あ
っ
た
が
、
継
承
者
は

ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
支
配
家
族
の
構
成
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

征
服
王
（the C

onqueror

）
の
継
承
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
は
、

兄
の
ロ
バ
ー
ト
に
代
わ
っ
て
王
に
な
っ
た
。
一
二
一
六
年
に
ジ
ョ
ン
王
が

幼
い
息
子
の
ヘ
ン
リ
ー
三
世
を
唯
一
可
能
な
後
継
候
補
に
指
名
し
て
死
亡

す
る
ま
で
は
、
厳
密
な
長
子
相
続
規
定
が
適
用
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
ま
で
の
王
は
、
退
位
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
、
現
に
退
位
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
時
折
あ
っ
た
。

　

英
国
の
王
は
、
過
去
に
お
い
て
、
堂
々
と
道
徳
的
徳
を
気
ど
る
王
は
い

な
か
っ
た
。
無
能
な
ヘ
ン
リ
ー
六
世
や
尊
敬
す
べ
き
で
は
あ
る
が
短
見
の

ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
よ
う
に
、
道
徳
的
徳
を
も
っ
た
王
は
い
る
に
は
い
た
。

エ
ド
マ
ン
ド
（E

dm
und

）
や
証
聖
者
エ
ド
ワ
ー
ド
（E

dw
ard the 

C
onfessor

）
の
よ
う
に
、
二
・
三
の
サ
ク
ソ
ン
族
の
王
は
聖
人
と
称
さ

れ
た
。
よ
り
多
く
の
場
合
、
国
王
は
タ
フ
で
大
雑
把
な
戦
士
で
あ
り
、
時

に
は
強
奪
者
で
あ
り
、
た
ま
に
は
殺
人
者
で
あ
っ
た
。
国
王
の
多
く
は
強

力
な
行
政
能
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世

（the �rst W
illiam

）
で
あ
る
が
、
彼
の
中
央
集
権
的
政
策
は
、
フ
ラ
ン

ス
を
弱
体
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
封
建
制
度
の
行
き
過
ぎ
を
回
避
し
た
。

さ
ら
に
ヘ
ン
リ
ー
一
・
二
世
（the �rst tw

o H
enries

）、
エ
ド
ワ
ー
ド

一
世
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
、
そ
し
て
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
彼
女
の
時
ま
で
に
、
君

主
の
役
割
は
支
配
的
と
い
う
よ
り
は
助
言
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
国
王
は
誰
も
聖
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
王

族
の
リ
ス
ト
の
中
で
聖
人
を
探
せ
ば
、
唯
一
可
能
な
候
補
者
は
九
世
紀
の

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
（K

ing A
lfred

）
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

　

英
国
の
王
位
は
、
戦
士
王
の
段
階
を
経
て
、（
国
民
の
強
力
な
反
対
に

よ
り
）
専
制
政
治
の
局
面
を
避
け
、
安
全
に
立
憲
的
段
階
に
到
達
し
た
。

そ
し
て
今
や
祭
祀
王
の
元
来
の
観
念
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
国
民
的
魂

（the national soul

）
の
聖
な
る
体
現
者
と
し
て
の
側
面
が
支
配
的
に
な

る
に
連
れ
て
、
過
去
の
粗
野
な
戦
士
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
高
度
な
個
人

的
な
道
徳
性
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
民
一
般
に
要
求
さ
れ
る
よ
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り
も
高
度
な
行
為
基
準
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世

の
悲
し
い
例
の
よ
う
に
必
ず
し
も
い
つ
も
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

重
荷
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
君
主
制
が
存
続
す
べ
き
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
重
荷
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
精

神
的
中
心
（spiritual centrehood

）
と
い
う
聖
な
る
伝
統
的
原
理
（the 

sacred, ortholineal principle

）
が
な
け
れ
ば
、
君
主
制
は
意
義
を
失
う

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
の
糸
は
、
職
責
に

内
在
す
る
と
共
に
、
そ
の
間
そ
の
職
責
を
担
う
個
人
に
内
在
す
る
。
尊
敬

や
忠
誠
は
個
人
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
感
情
は
し
ば
し
ば
個
人
的
色
彩
の
強

い
も
の
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
二
義
的
効
果
し
か
な
い
。
結
果
と
し

て
、
職
責
は
、（
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
六
世
の
例
に
見
る
よ
う
に
）
そ
の
保
持

者
の
恣
意
よ
り
あ
る
程
度
長
く
存
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
王
位
継
承
に
影

響
す
る
事
柄
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
明
確
な
限
界
が
あ
り
、
変
化
が
避
け

ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
全
体
が
挑
戦
を
受
け
る
か
、
失
敗
が
忍

耐
の
限
界
を
す
べ
て
超
え
て
し
ま
う
時
だ
け
で
あ
る
。

　

英
国
の
君
主
制
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
特
徴
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
女

性
元
首
を
容
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
女
王
は
配
偶
者
と
し
て
支
配
す
る
だ

け
で
な
く
、
自
己
自
身
の
権
限
に
お
い
て
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
グ
レ
イ

ブ
ズ
（R

obert G
raves

）
は
、
そ
の
著
『
白
い
女
神
（T

he W
hite 

G
oddess

）』（London, Faber, 1961, ch. 22 

）
に
お
い
て
、
こ
の
由
来

を
、
母
な
る
女
神
崇
拝
の
底
に
潜
む
記
憶
に
帰
し
て
い
る
。
彼
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
母
な
る
女
神
崇
拝
は
、
英
国
の
う
ち
、
サ
ク
ソ
ン
族
や
デ
ー
ン

族
（the Saxons and D

anes

）
に
よ
る
緩
や
か
な
占
領
を
受
け
た
地
方

に
特
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

英
国
人
が
女
王
を
愛
す
る
の
は
、
単
に
「
英
国
は
女
王
が
玉
座
に
あ

る
時
ほ
ど
繁
栄
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
に
基
づ
い

て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
女
王
へ
の
愛
は
、
む
し
ろ
、
英
国
は

母
な
る
国
で
あ
っ
て
父
な
る
地
で
は
な
い
と
い
う
頑
固
な
確
信
│
│

そ
れ
は
古
典
的
ギ
リ
シ
ア
人
が
ク
レ
タ
島
に
つ
い
て
述
べ
た
特
徴
で

も
あ
る
│
│
を
反
映
し
て
お
り
、
国
王
の
主
要
な
機
能
は
女
王
の
配

偶
者
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
確
信
の
反
映
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
国
民
的
理
解
、
確
信
、
執
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
、
神
話
お
よ
び

詩
歌
の
究
極
的
源
泉
で
あ
り
、
征
服
に
よ
っ
て
も
教
育
に
よ
っ
て
も

消
し
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

こ
こ
に
日
本
の
皇
祖
神
・
天
照
大
神
と
の
興
味
を
そ
そ
る
関
係
が
あ

る
。
も
っ
と
も
グ
レ
イ
ブ
ズ
の
白
い
神
は
月
と
関
連
し
、
日
本
の
皇
祖
神

は
太
陽
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
、
英
国
人
の
多
く
が

空
想
に
ふ
け
り
、
思
索
的
で
、
非
論
理
的
で
詩
的
な
性
質
を
持
つ
（
英
国

人
は
冷
酷
な
実
用
主
義
者
で
、
そ
の
故
に
偽
善
者
と
呼
ん
で
い
い
と
い
う

他
の
評
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
の
は
、
こ
の
原
因
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
察
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
英
国
と
日
本
の
君
主
制
は
、
異
な
っ
た
出
発
点
を
持
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ち
、
似
つ
か
ぬ
歴
史
を
持
ち
な
が
ら
、
両
者
と
も
、
進
化
過
程
を
遡
り
、

そ
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
立
憲
君
主
の
地
位
に
ま
で
完
成
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
落

ち
着
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
憲
君
主
の
地
位
は
神
聖
な
祭
祀
王
の
地
位

と
等
し
い
が
、
よ
り
高
度
な
発
達
水
準
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
事
す
べ
て
に
、
陰
と
陽
の
相
互
作
用
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
陰
と
は
、
女
性
性
で
あ
り
、
静
か
な
持
続
と
い
う
受
動
的
な
力
で
あ

り
、
陽
は
、
男
性
性
で
あ
り
、
支
配
と
革
新
と
い
う
爆
発
的
な
力
で
あ
っ

て
、
両
者
と
も
、
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
も
健
康
を
保
持
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
交
互
に
主
要
な
役
割
を
演
じ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
我
々
が
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
陰

の
位
相
に
お
い
て
は
、
陽
は
単
に
沈
黙
し
睡
眠
状
態
に
あ
る
だ
け
で
、
次

の
活
動
の
順
番
ま
で
時
間
待
ち
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

進
化
は
決
し
て
歩
み
を
留
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

進
化
は
歩
み
を
速
め
な
が
ら
、
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
人
智

圏
（noosphere

）
と
呼
ぶ
、
物
質
界
の
思
考
層
に
お
い
て
継
続
し
て
い

る
。
独
立
し
た
国
民
国
家
の
議
会
支
配
と
い
う
古
い
シ
ス
テ
ム
が
瓦
解
し

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
今
や
日
に
日
に
明
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
部
分

的
に
は
崩
壊
と
言
う
内
的
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
統
合

を
促
進
す
る
外
的
原
因
に
よ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
国
家
主
権
を
弱
体
化

す
る
超
国
家
的
制
度
が
存
在
し
、
構
成
要
素
が
半
独
立
形
態
の
巣
箱
に
な

り
始
め
て
い
る
。
混
乱
が
増
大
す
る
中
で
、
君
主
制
は
眠
れ
る
力
を
復
活

さ
せ
、
支
配
的
な
陽
の
勢
力
と
し
て
再
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
充
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
最
後
か
ら
二
番

目
の
章
で
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
目
下
の
と
こ
ろ

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
君
主
制
の
糸

は
、
精
神
的
中
心
と
い
う
古
来
の
特
質
と
と
も
に
、
是
非
存
続
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
君
主
制
の
糸
は
、
進
化
が
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
要
求
す
る
連

続
性
の
要
素
を
提
供
す
る
た
め
に
、
十
分
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
八
章　

 

貨
幣
、
土
地
お
よ
び
階
級 

 

│
│
若
干
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
見
解

　

経
済
学
の
よ
う
な
主
題
に
取
り
組
む
時
、
私
は
大
変
向
こ
う
見
ず
の
罪

を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
私
は
成
長
を
遂
げ
た
こ
の

学
術
的
な
科
学
に
お
け
る
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
し
、
経
済
学
に
つ
い
て

は
無
知
に
等
し
い
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
私
は
金
銭
を
信
じ
な
い
異
端

者
で
あ
る
。
私
立
上
級
小
学
校
（preparatory school

）
の
十
一
歳
く

ら
い
の
生
徒
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
私
は
、
金
銭
は
人
間
社
会
に
と
っ
て
本
質

的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
提
案
を
し
た
。
友
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
提

案
は
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
考
え
を
受
け
入
れ
る

こ
と
を
拒
否
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
金
銭
は
明
ら
か
に
人
生
に
不
可

欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
永
く
生
き
れ
ば
生
き
る
ほ
ど
、
私
の
疑
問

は
増
大
す
る
の
で
あ
る
。

　

経
済
学
は
道
徳
と
様
々
な
点
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
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で
主
題
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
廣
池
は
こ
の
主
題
に
つ
い

て
は
全
く
の
伝
統
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
資
本
主
義
を
是
認
し
、
社
会
主

義
や
共
産
主
義
は
非
難
す
る
が
、
一
方
で
儒
教
的
君
子
が
単
な
る
富
を
軽

蔑
す
る
の
を
承
認
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
富
は
名
誉
あ
る
手
段
で
獲
得

さ
れ
れ
ば
高
潔
な
も
の
と
な
り
、
富
に
つ
い
て
思
い
煩
う
必
要
は
な
い
。

通
常
、
儒
教
的
君
子
の
見
解
は
伝
統
的
な
英
国
紳
士
の
見
解
と
ほ
と
ん
ど

同
じ
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
金
銭
の
よ
う
な
下
賎
な
話
題
を
晩
餐
会

の
席
上
で
持
ち
出
す
こ
と
は
最
悪
の
無
作
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
裕

福
な
人
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
き
わ
め
て
好
ま
し
く
、
私
も

次
の
よ
う
な
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
は
比
較
的
に
言

っ
て
、
自
分
を
裕
福
の
範
疇
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
経
済

的
な
必
要
の
差
し
迫
っ
た
危
機
を
感
じ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の

で
、
裸
足
の
子
供
の
権
利
を
主
張
し
、
物
質
的
不
平
等
と
い
う
不
正
義
に

対
す
る
燃
え
る
よ
う
な
怒
り
に
動
か
さ
れ
て
い
る
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
私

は
何
も
語
る
資
格
は
な
い
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
経
済
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
思
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
何
と
い
う
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
シ
ス
テ

ム
の
欠
如
な
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
下
で
暮
ら
す
人
す
べ

て
に
相
当
な
供
給
が
で
き
る
世
界
な
の
に
、
大
多
数
は
貧
し
い
暮
し
を
送

っ
て
い
る
。
よ
り
裕
福
な
層
の
人
々
は
、
自
分
の
所
有
に
満
足
せ
ず
、
ほ

と
ん
ど
が
よ
り
多
く
の
所
有
を
絶
え
ず
追
求
し
て
い
る
。
適
度
な
分
を
遥

か
に
越
え
る
物
を
所
有
す
る
者
が
お
り
、
無
責
任
に
富
を
所
有
し
て
い

る
。
巨
大
な
数
の
人
々
が
、
極
め
て
過
剰
な
武
器
の
山
を
築
く
よ
う
な
破

壊
的
な
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。
さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
不
要
な
仕
事
に

就
き
、
銀
行
、
建
設
会
社
、
私
営
馬
券
売
り
場
、
そ
の
他
の
金
融
機
関
で

働
き
、
数
字
を
巧
み
に
操
り
、
紙
く
ず
以
外
何
も
生
み
出
し
て
い
な
い
。

巨
大
な
浪
費
が
進
み
、
ゴ
ミ
の
山
が
危
険
な
ほ
ど
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

世
界
の
資
源
が
驚
く
べ
き
速
度
で
浪
費
さ
れ
、
多
く
の
生
物
種
が
、
動
物

も
植
物
も
、
絶
滅
し
つ
つ
あ
る
。
組
織
に
従
事
す
る
人
々
は
、
特
定
の
病

根
の
部
分
的
療
法
を
探
求
す
る
が
、
全
体
の
事
物
を
統
合
す
る
方
法
に
つ

い
て
の
考
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
居
な
い
。
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
と
い
え
ば
、
ど
ん
ど
ん
機
能
し
な
く
な
る
装
置
を
動
か
そ
う
と

す
る
努
力
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
特
定
の
個
人
の
過
失
で
は
な
い
。
我
々
は
す
べ
て
混
乱
の

中
に
生
ま
れ
、
我
々
の
貧
弱
な
知
性
は
進
む
べ
き
道
を
示
せ
な
い
で
い

る
。
人
間
組
織
を
意
の
ま
ま
に
取
り
扱
え
る
手
段
に
造
り
変
え
よ
う
と
す

る
こ
と
に
伴
う
混
乱
に
つ
い
て
考
察
す
る
だ
け
で
は
、
誰
も
そ
の
試
み
に

立
ち
向
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
を
生
み
出
す
。
資
本
主
義
も

社
会
主
義
も
共
産
主
義
も
す
べ
て
、
数
々
の
点
で
効
果
は
な
い
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て
、
時
に
高
度
な
理
想
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
が
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に

よ
っ
て
堕
落
し
、
圧
制
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

何
ら
か
の
真
の
改
善
を
も
た
ら
す
条
件
は
、
廣
池
の
権
利
に
対
す
る
義

務
先
行
の
原
理
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
主
要
な
義
務
は
世
界
中
の
誰

も
が
貧
困
を
被
ら
な
い
よ
う
保
障
す
る
こ
と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
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る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
与
え
る
こ
と
は
受
け
取
る
よ
り
も
幸

せ
な
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
、
全
体
の
利
益
の
た
め
の
適
切
な
生
活
計
画

を
実
行
し
よ
う
と
す
る
決
意
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
自
身
（
特
定
の
帰
属

階
層
を
含
む
）
が
獲
得
で
き
る
も
の
の
計
算
に
よ
っ
て
行
動
す
る
限
り
、

困
難
の
解
決
に
着
手
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

主
要
な
問
題
は
、「
金
銭
」
へ
の
囚
わ
れ
に
あ
り
、
そ
の
囚
わ
れ
は
実

態
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
金
銭
の
起
源
と
発
達
に
つ
い
て

振
り
返
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

原
始
時
代
に
は
貨
幣
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
小
さ
な
共
同
体
が
そ
れ
ぞ

れ
自
給
自
足
し
、
狩
猟
や
漁
労
や
収
集
で
獲
得
し
た
も
の
を
分
か
ち
合

い
、
住
居
や
道
具
や
衣
服
を
作
っ
て
い
た
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
手
に
入

ら
な
い
ち
ょ
っ
と
し
た
贅
沢
品
が
必
要
に
な
れ
ば
、
今
日
で
も
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
原
住
民
が
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
に
出
か
け
て
手
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
住
民
は
、
身
体
を
彩
る
の

に
必
要
な
赤
色
黄
粘
土
を
収
集
す
る
た
め
に
部
隊
を
遠
方
に
派
遣
し
、
収

集
者
た
ち
は
そ
の
途
中
で
歓
待
し
て
く
れ
た
部
族
に
は
お
返
し
に
少
々
の

分
け
前
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
に
物
々
交
換
の
芽
生
え
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
通
商
と
産
業
は
、
定
住
の
進
ん
だ
新
石
器
時
代
に
始
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
ブ
ラ
ン
ド
ン
の
グ
ラ

イ
ム
ズ
墓
所
（G

rim
es G

raves

）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
火
打
ち
道
具
の
生
産
が
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い

た
。
北
ウ
ェ
ー
ル
ズ
か
ら
出
土
し
た
石
斧
は
、
既
設
の
通
商
路
に
沿
っ

て
、
チ
ェ
シ
ャ
ー
州
（C

heshire

）
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
に
広
く
分
布

し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
定
期
的
な
物
々
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
ま
だ
貨
幣
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
青
銅
時
代
に
な

る
と
規
格
化
さ
れ
た
希
少
金
属
片
が
一
種
の
初
期
通
貨
と
な
っ
た
。
た
と

え
ば
旧
約
聖
書
は
シ
ケ
ル
銀
貨
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
し

か
し
支
払
い
は
物
納
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
紀
元
前

二
〇
〇
〇
年
頃
の
バ
ビ
ロ
ン
（B

abylon

）
の
ハ
ム
ラ
ビ
法
典
（the 

code of H
am

m
urabi

）
に
お
い
て
は
、
地
代
は
土
地
の
生
産
力
に
比
例

し
て
支
払
わ
れ
た
り
、
シ
ケ
ル
で
支
払
わ
れ
た
り
し
た
が
、
損
害
賠
償
額

は
シ
ケ
ル
に
よ
る
算
定
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
初
期
ロ
ー

マ
共
和
国
に
お
い
て
は
、
購
入
の
た
め
の
支
払
い
は
、
青
銅
か
鉄
の
塊
や

板
を
秤
に
か
け
る
と
い
う
驚
く
ほ
ど
不
便
な
シ
ス
テ
ム
で
行
わ
れ
、
目
方

を
量
る
際
は
す
べ
て
成
年
市
民
よ
り
な
る
五
人
の
証
人
が
立
ち
会
う
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
我
々
の
知
る
鋳
造
貨
幣
は
、
比
較
的
最
近
の
発
明
で
あ

り
、
紀
元
前
七
世
紀
に
リ
デ
ィ
ア
（Lydia

）
か
ら
由
来
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
規
格
化
さ
れ
た
小
さ
な
貴
金
属
片
で
あ
り
、
支
配
者

が
サ
イ
ズ
を
保
証
し
た
印
を
刻
印
し
た
も
の
で
あ
り
、
目
方
を
量
る
必
要

の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
金
属
に
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

貨
幣
制
度
は
閉
鎖
的
で
余
り
広
範
囲
で
な
い
経
済
制
度
で
は
十
分
機
能

し
た
が
、
互
恵
的
な
通
商
が
行
わ
れ
て
い
な
い
国
際
間
の
売
買
で
は
そ
れ

ほ
ど
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
財
政
破
綻
の
原
因
の
一

つ
は
、
裕
福
な
ロ
ー
マ
人
た
ち
が
、
東
洋
か
ら
の
絹
や
胡
椒
と
い
っ
た
贅
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沢
品
を
飽
く
こ
と
な
く
求
め
続
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
入
手
可
能
な
金
が
か
な
り
の
割
合
で
イ
ン
ド
や
ア
ジ

ア
諸
国
に
流
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
貧
困
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
イ
ン
ド
の
搾
取
と
呼
ば
れ
た

こ
と
と
正
反
対
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の
時
は
金
の
流
れ
が
逆
方
向
で
あ
っ

た
。
ス
ペ
イ
ン
が
新
し
く
発
見
さ
れ
た
中
南
米
文
明
か
ら
金
銀
を
大
量
に

簒
奪
す
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
真
に
復
権
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

そ
の
時
こ
れ
ら
の
貴
金
属
が
大
量
に
出
回
っ
て
値
を
下
げ
、
十
六
世
紀
に

は
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

必
ず
し
も
硬
貨
で
支
払
う
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
多
く
の
場
合
、
負
債
額
を
文
書
で
認
証
す
れ
ば
そ
れ
で
う
ま
く
行

く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
銀
行
券
や
小
切
手
や
為
替
証
書
が
登
場
し

た
が
、
そ
れ
ら
は
初
め
の
う
ち
は
、
必
要
な
ら
紙
幣
と
交
換
す
る
だ
け
の

金
が
入
手
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
論
に
基
づ
い
て
い
た
。
紙
幣
が
金
と
交

換
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
虚
構
ゲ
ー
ム
（the gam

e of m
ake-belief

）

の
最
終
段
階
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
時
以
来
、
紙
幣
は
誰
が
発
行
し
て
も

信
用
で
き
る
と
い
う
信
念
や
幻
想
以
外
に
、
紙
幣
を
支
え
る
も
の
が
な
く

な
っ
た
。
国
家
の
通
貨
が
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
信
念
の
強

弱
の
揺
れ
が
交
換
レ
ー
ト
の
変
動
を
も
た
ら
す
。
す
べ
て
は
心
の
現
象

（in m
ind

）
な
の
で
あ
る
。

　

金
を
紙
幣
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
た
。
銀
や
銅
の
よ

う
な
価
値
の
少
な
い
硬
貨
も
同
じ
扱
い
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
硬
貨
は

永
い
間
、
容
積
を
確
保
す
る
た
め
に
卑
金
属
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
と
い
う
定

期
的
な
不
正
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
不
正
が
制
度

化
さ
れ
、
今
日
で
は
、
か
つ
て
硬
貨
で
あ
っ
た
も
の
が
単
な
る
代
用
貨
幣

と
な
り
、
価
値
の
な
い
金
属
片
そ
の
も
の
が
表
示
価
格
の
価
値
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

事
実
上
、
我
々
が
所
有
し
て
い
る
の
は
、
も
は
や
貨
幣
で
も
硬
貨
で
も

な
く
、
見
せ
か
け
を
織
り
合
わ
せ
た
大
量
の
織
物
シ
リ
ー
ズ
に
過
ぎ
な

い
。
そ
の
織
物
は
、
い
か
に
も
堂
々
と
し
た
機
関
や
、
専
門
家
然
と
し
た

自
信
家
の
役
人
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
空
想
を

あ
え
て
吹
き
消
そ
う
と
す
る
も
の
は
い
な
い
。
現
実
的
な
目
的
の
た
め
に

は
、
人
は
貨
幣
が
ま
だ
現
存
す
る
か
の
よ
う
に
行
動
し
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
は
夢
に
過
ぎ
な
い
と
基
本
的
に
は
了
解
し
て
い
る
の

で
、
人
々
が
い
ま
だ
半
ば
信
じ
て
い
る
貨
幣
の
価
値
は
ど
ん
ど
ん
下
落

し
、
こ
う
し
て
貨
幣
に
対
す
る
需
要
は
増
大
し
、
そ
の
結
果
、
供
給
が
増

え
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
貨
幣
は
、
持
ち
続
け
て
い
る
と
枯
葉
に
な
っ
て

し
ま
う
民
話
の
妖
精
の
金
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

貨
幣
の
観
念
に
対
す
る
狂
気
じ
み
た
執
着
は
、
非
常
に
深
刻
な
結
果
を

も
た
ら
す
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
物
価
の
着
実
な
高
騰
を
も
た
ら
し
、
生
産

組
織
全
体
を
徐
々
に
破
壊
す
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
紙
面
上
の
利
益
を
上

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
一
般
人
の
関
心

に
と
っ
て
は
な
ん
ら
利
益
に
な
ら
な
い
基
幹
設
備
は
、
存
続
で
き
な
い
も

の
と
判
断
さ
れ
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
。
鉄
道
は
徐
々
に
分
断
さ
れ
、
学
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校
、
病
院
、
高
齢
者
住
宅
や
障
害
者
住
宅
、
刑
務
所
、
鋼
鉄
等
の
基
幹
産

業
は
、
廃
れ
て
棄
却
さ
れ
る
か
、
粗
雑
な
運
営
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て

何
千
と
い
う
人
々
が
職
を
失
い
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
た
人
々
の
重
荷

に
な
る
。
他
方
で
は
、
貨
幣
制
度
を
操
る
人
や
、
重
要
性
は
低
い
が
最
大

の
利
益
を
生
む
物
品
の
生
産
者
が
過
度
に
栄
え
る
の
で
あ
る
。
技
術
的
業

績
が
巨
大
な
能
力
を
発
揮
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
潜
在
力
は
働
く
余
地
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
収
益
動
機
が
存
続
す
る
限
り
、
資
本
主
義
者
の
自

由
企
業
体
制
で
あ
ろ
う
と
社
会
主
義
者
・
共
産
主
義
者
の
国
家
所
有
体
制

で
あ
ろ
う
と
、
ほ
と
ん
ど
差
異
は
な
い
。
事
実
、
国
有
企
業
で
あ
ろ
う
と

大
私
企
業
で
あ
ろ
う
と
、
事
業
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
財
政
的
な

窮
地
に
陥
る
可
能
性
も
大
き
く
な
る
。
そ
し
て
天
秤
に
か
け
れ
ば
、
社
会

主
義
制
度
の
リ
ス
ク
が
最
も
大
き
く
、
最
も
非
能
率
と
な
る
傾
向
が
あ

る
。

　

高
利
貸
し
に
対
す
る
聖
書
の
警
告
を
人
々
が
無
視
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
状
況
は
さ
ら
に
悪
く
な
る
。
中
世
の
英
国
に
お
い
て
は
、
利
子
を
取

っ
て
金
を
貸
す
こ
と
は
、
聖
職
上
の
違
反
と
さ
れ
、
教
会
裁
判
所
の
審
理

に
付
す
こ
と
も
で
き
た
。
金
貸
し
を
厳
禁
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能

な
理
想
で
あ
っ
た
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
た
く
み
に
問

題
が
回
避
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
は
、
彼
ら
自
身
の
間
で
金
貸
し
を

す
る
こ
と
は
さ
ら
に
厳
し
く
禁
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
異
教
徒
か
ら
利

子
を
と
る
こ
と
は
許
容
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
不
信
仰
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
か
ら
利
益
を
得
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
十
三
世
紀
の
終

わ
り
に
放
逐
さ
れ
る
と
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
（Languedoc

）﹇
訳
注
：
フ
ラ

ン
ス
南
部
の
旧
州
﹈
や
イ
タ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
海
外
か
ら
の
銀
行
業
者
が

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
。
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
が
、

お
そ
ら
く
英
国
人
の
島
国
根
性
は
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
の
魂
を
救
う
に

値
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
国
王
の
庇

護
の
下
に
行
動
し
た
。
金
貸
し
が
解
禁
さ
れ
た
の
は
十
六
世
紀
で
あ
っ
た

が
、
金
貸
し
は
依
然
と
し
て
疑
惑
の
目
で
見
ら
れ
、
利
率
は
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
て
い
た
。
徐
々
に
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
人
々
の
貪
欲
へ
の
衝
動
が

解
き
放
た
れ
た
。
そ
の
帰
結
は
、
私
の
生
存
中
で
さ
え
、
劇
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
私
の
青
年
時
代
に
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
は
正
常
で
あ

り
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
は
低
か
っ
た
が
許
容
範
囲
で
あ
り
、
六
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
る
と
高
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
、
特
別
な
正
当
化
が
必
要

で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
正
常
な
利
率
は
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
、
そ
れ
以
上
を
要
求
し
て
も
あ
ま
り
抗
議
の
声
は
起
こ

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
今
日
で
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
政
府
が
そ
れ
を
支
持
し
、
貨
幣
制
度
が
利
率
の
低
下
を
妨
げ
て

い
る
と
託
っ
て
い
る
。
銀
行
業
者
そ
の
他
の
金
融
業
者
の
儲
け
は
大
き

く
、
企
業
は
窒
息
し
、
貧
困
層
は
需
要
の
増
大
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
賃

金
の
上
昇
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
貨
幣
制
度
は
ま
す
ま
す
破

綻
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
。
高
利
貸
し
に
反
対
す
る
道
徳
的
規
則
の
軽
視
は

天
罰
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
天
国
に
つ
い
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
こ
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で
は
貨
幣
が
必
要
だ
と
思
う
人
は
い
な
い
。
あ
の
世
で
貨
幣
が
用
い
ら
れ

た
の
は
、
中
世
の
地
獄
だ
け
で
あ
っ
て
、
地
獄
で
用
い
ら
れ
た
の
は
赤
熱

の
貨
幣
で
あ
り
、
高
利
貸
し
の
魂
を
拷
問
に
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
貨
幣
は
、
人
類
の
原
型
の
間
で
は
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

も
し
そ
こ
に
貨
幣
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
霊
的
硬
貨
（spiritual 

coinage

）
の
精
神
的
イ
メ
ー
ジ
（a m

ental im
age

）
を
創
造
し
た
に
相

違
な
い
。
貨
幣
は
単
に
、
新
石
器
時
代
、
あ
る
い
は
最
初
の
原
子
爆
弾
の

爆
発
に
よ
っ
て
数
年
前
に
終
息
し
た
農
耕
時
代
の
特
色
に
過
ぎ
な
い
。
い

ま
や
肉
体
労
働
の
ほ
と
ん
ど
が
、
楽
し
み
の
た
め
に
行
わ
れ
る
以
外
は
、

機
械
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
時
代
が
明
け
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
人
間

の
物
質
的
な
必
要
品
は
、
小
部
分
の
人
々
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
、
大
多
数

の
人
々
を
解
放
し
て
知
的
、
美
的
、
精
神
的
努
力
に
向
か
わ
せ
る
。
こ
れ

ら
の
努
力
は
、
今
日
我
々
が
は
じ
め
て
創
造
主
の
計
画
と
見
な
す
こ
と
の

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
に
沿
っ
て
、
人
類
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
不

可
欠
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
科
学
技
術
の
進

歩
と
共
に
少
な
く
な
る
肉
体
的
労
働
に
従
事
し
て
報
わ
れ
る
人
々
は
少
数

で
あ
り
、
大
多
数
の
人
間
は
そ
れ
以
外
の
報
わ
れ
な
い
労
働
者
で
あ
る
と

み
な
す
限
り
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
し
い
状
況
に
対
処
す
る
に

は
、
何
か
全
く
異
な
っ
た
装
置
が
考
案
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。

　

唯
一
の
解
決
策
は
、
仕
事
を
利
益
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
供
給
が
あ
る
と
こ
ろ
に
需
要
は
生
れ
る
。
間
違
っ
て
い
る
の
は
、

金
融
組
織
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
分
配
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
分
配
が
紙

面
上
の
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
幻
想
上
の
必
要
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
気
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
し
て
誰
も
経
済
的
な
見
返
り
を
思
い
煩

う
必
要
が
な
い
と
す
れ
ば
、
物
事
は
う
ま
く
運
ぶ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
今
世
紀
の
二
つ
の
世
界
大
戦
中
に
起
こ
っ
た
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
軍
事
的
な
考
慮
が
す
べ
て
の
こ
と
に
優
先
さ
れ
た
。
必
要
が
あ
れ

ば
い
ろ
ん
な
事
業
が
遂
行
さ
れ
、
支
払
い
は
延
期
さ
れ
、
巨
大
な
負
債
が

蓄
積
さ
れ
た
が
、
非
常
時
に
は
誰
も
気
に
か
け
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、

膨
大
な
科
学
技
術
の
進
歩
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
不
必
要
な
金
融
措

置
の
ゆ
が
み
に
過
ぎ
ず
、
清
算
の
時
が
訪
れ
る
と
世
界
を
混
乱
に
陥
れ
、

最
も
熱
心
に
働
い
た
人
々
が
最
大
の
負
債
者
と
な
っ
た
。
も
し
我
々
が
貨

幣
の
考
え
を
忘
れ
て
必
要
な
こ
と
を
成
す
こ
と
に
専
念
し
さ
え
す
れ
ば
、

我
々
の
制
度
は
、
進
歩
を
抑
制
し
て
い
る
手
か
せ
足
か
せ
か
ら
開
放
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
と
、
読
者
は

言
う
だ
ろ
う
。
我
々
が
既
存
の
見
解
を
保
持
す
る
限
り
、
そ
の
通
り
で
あ

る
。
し
か
し
も
し
、
今
日
も
な
お
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
必
要
な
動
機
と

な
る
名
誉
と
信
望
の
制
度
に
支
え
ら
れ
て
、
人
々
が
働
く
満
足
の
た
め
に

働
き
、
さ
ら
に
生
存
手
段
が
自
由
に
分
配
さ
れ
基
本
的
な
便
宜
が
自
由
に

与
え
ら
れ
て
、
経
済
的
必
要
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

考
え
方
も
そ
れ
ほ
ど
ば
か
げ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
社

会
主
義
で
も
共
産
主
義
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
個
人
の
自
発
性
が
保
持
さ
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れ
、
計
画
的
熟
慮
に
基
づ
い
て
新
し
い
発
展
の
た
め
の
物
質
的
手
段
が
無

償
で
提
供
さ
れ
、
そ
の
見
返
り
に
、
で
き
ば
え
の
よ
い
仕
事
に
満
足
で

き
、
合
理
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
提
供
さ
れ
、
お
そ
ら
く
合
理
的
な
贅

沢
の
獲
得
以
上
の
も
の
が
信
望
と
言
う
形
で
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
利
益
で
は
な
く
名
誉
で
あ
り
、
平
均
以
上
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
は
、
会
計
上
の
冒
険
以
上
の
、
例
外
的
な
特
典
に
も
と
づ
く

も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
長
く
根
付
い
た
習
慣
か
ら
人
を
振
り
払
う
に
は
、
原
爆
以
上
の

も
の
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
か
つ
て
無
知
に
も
、
広
島
と
長
崎
の
破
壊
に

よ
っ
て
、
戦
争
は
も
は
や
不
可
能
で
、
事
態
は
ほ
か
の
方
法
で
統
制
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
が
ひ
ろ
く
一
般
に
広
ま
る
だ
ろ
う
と
考

え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
原
爆
は
官
僚

機
構
に
吸
い
取
ら
れ
、
物
事
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
進
行
し
、
恐
怖
の
増

大
の
み
が
残
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
恐
怖
と
共
に
、
目
前
に
は
な
い
惨
事
が

あ
れ
こ
れ
と
吹
聴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
い
つ
も
、
愛
す
べ
き
聖
職

者
、
ク
ー
パ
ー
（W

illiam
 C

ow
per

）
の
次
の
よ
う
な
賛
美
歌
を
聴
く
と

ぞ
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
荘
重
な
響
き
で
始
ま
り
、
恐
ろ
し
い
言

葉
で
終
わ
る
。

お
う
、
天
よ
裂
け
よ
、
直
ち
に
降
り
来
た
っ
て
、

（O
h, rend the heav’ns, com

e quickly dow
n,

） 

千
人
の
心
を
己
が
も
の
と
せ
よ
。

（A
nd m

ake a thousand hearts thine ow
n

）

　

わ
ざ
と
ら
し
い
感
傷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
冷
酷
な
真
実
の
要

素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
天
が
裂
け
て
主
が
降
り
来
た
っ
て
も
、
せ

い
ぜ
い
効
果
は
千
人
の
心
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
十
何
億
か

の
人
口
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
全
体
の
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
代
表
す
る
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
人
々
は
修
復
に
つ
い
て
議

論
し
、
国
家
の
責
任
に
つ
い
て
論
争
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

我
々
は
、
単
な
る
言
葉
や
警
告
は
即
効
性
を
も
つ
な
ど
と
思
わ
な
い
よ
う

に
し
よ
う
。
言
葉
や
警
告
は
、
ひ
ろ
く
一
般
の
人
々
の
意
識
の
中
に
ゆ
っ

く
り
と
浸
透
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
る
間
に
、
政
治
家
は
長
期

的
な
解
決
は
怠
惰
な
空
想
と
し
て
都
合
よ
く
退
け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
、
無
為
の
危
険
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
前
方
に
惨
事
が
見
え
て
い
る
の
に
、
危
機
に
瀕
す
る
ま
で
歩
み
続
け
、

最
後
の
瞬
間
に
は
我
々
を
救
う
た
め
に
い
ず
れ
何
か
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と

い
う
希
望
を
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

唯
一
実
行
可
能
な
道
行
き
は
、
道
徳
原
理
や
究
極
的
価
値
に
つ
い
て
で

き
る
限
り
大
き
な
声
で
語
り
、
理
想
的
な
未
来
像
を
よ
く
心
に
留
め
て
お

く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
悪
の
不
都
合
を
軽
減
す
る
た
め
に
で
き
る
こ

と
を
、
時
が
来
れ
ば
行
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
金
融
事
象
の
秩
序
に
関
す
る
別
の
管
見
が
あ
る
。
そ
れ
は
最

近
、
パ
ン
ニ
カ
ー
（R

aim
undo Pannikar

）
教
授
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
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さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
（T

eilhard 

R
eview

）』
百
年
記
念
一
九
八
一
年
特
集
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
歴
史
は
人

類
の
尺
度
か
？
」
と
い
う
記
事
の
中
で
、
彼
は
「
今
日
で
も
な
お
、
北
東

イ
ン
ド
の
ナ
ー
ガ
国
（N

agaland

）
に
住
む
諸
部
族
の
間
で
は
、
米
は

販
売
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
読
者
は
、
生
活
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
憶

測
す
る
必
要
は
な
い
。
生
活
ニ
ー
ズ
は
、
市
場
価
値
で
は
な
く
人
間
的
価

値
を
も
つ
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
基
礎
的
な
人
間
的
ニ

ー
ズ
は
、
経
済
の
領
域
外
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
意
見
を
述
べ

て
い
る
。
世
界
は
ナ
ー
ガ
族
（the N

agas

）
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
厳
し
く
長
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
我
々
は
、
通
貨
問
題
を
絶
望
に
近
い
状
態
に
放
置
し
て
い

る
。
我
々
が
今
日
彷
徨
っ
て
い
る
ジ
ャ
ン
グ
ル
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
多

く
の
聡
明
で
影
響
力
の
あ
る
頭
脳
が
長
期
に
わ
た
っ
て
研
究
し
続
け
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

他
の
形
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
情
は
異
な
る
。
幻
想
の
度
合
い
は
、

ほ
と
ん
ど
の
物
質
界
に
付
随
す
る
幻
想
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
所
有
権
は

世
間
一
般
の
意
見
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
我
々
は
あ
る
物
体
に
つ
い
て
の
自
己
の
人
権

（hum
an rights

）
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
り
、
あ
る
意

味
で
は
、
物
自
体
は
所
有
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
私
の
時
計
は
私
の
物

で
あ
り
私
だ
け
の
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
時
計
の
構

造
や
働
き
を
支
配
し
て
い
る
法
則
は
、
神
に
依
存
す
る
一
般
物
理
法
則
で

あ
り
、
た
ま
た
ま
私
が
非
凡
な
超
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
る
の
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
法
則
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
も
し
時
計
を
無

防
備
の
ま
ま
広
場
に
放
置
す
る
と
す
れ
ば
、
コ
ク
マ
ル
ガ
ラ
ス
が
盗
み
の

法
則
を
犯
す
こ
と
な
く
、
時
計
を
捕
っ
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
。
な
ぜ
な
ら
鳥
は
、
人
間
の
資
産
制
度
と
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
行

動
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

土
地
の
所
有
権
は
さ
ら
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
土
地
に
関

す
る
権
利
は
他
人
の
要
求
が
及
ば
な
い
居
住
権
に
過
ぎ
ず
、
計
画
法
が
正

当
に
発
達
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
徐
々
に
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。

私
は
地
方
行
政
当
局
の
同
意
な
く
土
地
に
建
物
を
建
造
し
て
は
な
ら
な

い
。
私
は
そ
の
同
意
を
無
視
し
て
有
害
な
雑
草
の
種
が
近
隣
を
荒
ら
す
よ

う
な
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
種
の
鉱
物
は
国
王
（the C

row
n

）

に
属
し
て
い
る
。
私
は
水
流
を
遮
っ
て
穴
を
掘
っ
て
は
な
ら
な
い
。
多
数

の
公
共
目
的
の
い
ず
れ
か
の
た
め
に
土
地
を
収
用
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
保
護
種
に
属
す
る
植
物
や
動
物
群
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
侵
害
し
て
は

な
ら
な
い
。
も
し
私
が
借
用
期
間
を
設
定
し
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
法
律

は
借
地
人
に
移
動
を
命
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
他
の
権
利
は
実
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
真
の
資
産
と
し
て
の
資
格
を
も

つ
。
会
社
の
株
式
や
特
許
や
著
作
権
の
よ
う
な
協
定
的
資
産

（conventional property

）
に
も
、
同
様
な
こ
と
が
一
般
的
に
適
用
さ
れ

る
。
そ
の
場
合
、
資
産
は
他
人
の
行
為
を
規
制
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す

る
。
し
か
し
協
定
的
資
産
は
一
般
に
通
貨
制
度
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
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る
の
で
、
通
貨
制
度
の
非
実
在
性
の
度
合
い
と
連
動
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
資
産
の
所
有
権
に
は
、
道
徳
的
に
悪
い
点
は
何
も
な
い
。

し
か
し
道
徳
原
理
が
非
常
に
大
き
く
作
用
す
る
の
は
、
所
有
権
が
獲
得
さ

れ
る
手
段
や
、
所
有
権
が
適
用
さ
れ
る
用
途
、
そ
し
て
所
有
権
を
譲
渡
す

る
方
法
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
が
有
効
に
管
理
で
き
な
い
ほ
ど

多
く
の
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
も
、
道
徳
的
に
よ
く
な
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
所
有
権
は
、
賢
明
な
資
産
管
理
に
関
す
る
相
互
的
義
務
（a 

reciprocal duty of w
ise stew

ardship

）﹇
訳
注
：stew

ard

は
執
事
、
財
産

管
理
人
。stew

ardship

は
広
い
意
味
の
資
産
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
た
者
の
責
任
と
で

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
最
近
で
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
金
融
機
関
に
よ
る

投
資
先
企
業
の
経
営
監
視
な
ど
の
企
業
統
治
へ
の
取
り
組
み
を
指
し
、
受
託
者
責
任

の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ド
シ
ッ
プ
と
い
う
言
葉
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て

い
る
﹈
を
伴
っ
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
人
の

向
上
や
喜
び
を
意
図
し
た
事
物
が
循
環
し
な
か
っ
た
り
、
死
蔵
さ
れ
た

り
、
隠
匿
さ
れ
る
の
は
、
よ
く
な
い
こ
と
に
違
い
な
い
。
古
い
巨
匠
の
絵

画
を
買
い
上
げ
、
盗
難
や
イ
ン
フ
レ
予
防
の
た
め
の
安
全
な
担
保
と
し
て

そ
れ
ら
を
備
蓄
し
て
お
く
の
は
、
固
有
の
権
利
（birthright

）
の
一
部

を
人
類
（hum

anity

）
か
ら
奪
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
が
、
宝
石

や
書
籍
、
そ
し
て
そ
の
他
、
個
人
的
な
使
用
や
楽
し
み
の
必
要
を
超
え
て

獲
得
さ
れ
た
有
形
物
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　

再
度
述
べ
る
が
、
土
地
は
特
別
な
事
例
に
属
す
る
。
自
分
が
住
む
家
を

所
有
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
悪
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
自
分
が
働

き
管
理
す
る
農
場
や
森
を
所
有
す
る
こ
と
も
、
そ
の
土
地
を
搾
取
す
る
の

で
な
い
限
り
、
悪
で
な
い
と
い
え
る
。
農
地
や
都
会
の
地
所
を
所
有
し
て

借
用
者
に
貸
し
出
す
の
も
、
こ
の
種
の
資
産
を
単
な
る
利
益
の
財
源
と
み

な
す
の
で
は
な
く
、
貸
し
出
さ
れ
た
下
位
資
産
を
確
実
に
調
和
の
と
れ
た

使
用
方
法
で
管
理
す
る
な
ら
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
大
き
な

単
位
の
資
産
を
慈
善
的
に
管
理
す
る
の
は
、
管
理
で
き
な
い
細
切
れ
の
個

人
の
所
有
を
増
や
す
よ
り
、
客
観
的
に
見
て
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
個
人

は
す
べ
て
長
期
的
な
損
害
を
顧
み
ず
、
可
能
な
も
の
は
す
べ
て
搾
取
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
行
き
過
ぎ
た
所
有
は
独
占

的
な
性
格
を
帯
び
、
人
々
か
ら
誠
実
で
品
位
の
あ
る
暮
ら
し
を
す
る
機
会

を
奪
い
、
現
住
す
る
借
用
者
に
対
す
る
圧
力
と
な
る
だ
ろ
う
。
イ
ン
ド
の

よ
う
な
国
で
は
、
一
人
の
所
有
者
が
持
て
る
面
積
を
制
限
し
て
き
た
が
、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
英
国
で
大
規
模
な

地
所
を
経
営
す
る
方
法
を
い
く
ら
か
知
る
よ
う
に
な
っ
て
、
私
は
次
の
よ

う
な
見
解
に
傾
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
規
模
な
地
所
が
、
賢
明
な
経
営

の
伝
統
を
持
つ
家
族
に
所
有
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
地
所
は
全
体
と
し
て
公

益
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
地
所
が
株
主
に
配
当
を

提
供
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
公
的
会
社
の
保
有
す
る
地
所
で
あ
る

場
合
は
、
大
幅
な
制
限
が
存
在
す
る
。
も
し
金
銭
に
つ
い
て
の
幻
想
が
消

滅
し
、
し
た
が
っ
て
賃
貸
料
が
意
味
を
持
た
な
く
な
れ
ば
、
資
源
保
護
と

改
善
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
地
主
の
機
能
は
、
称
賛
に
値
す
る

も
の
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。



No. 83, 2019　70モラロジー研究
　

同
様
に
、
生
産
的
操
業
に
従
事
す
る
商
社
の
株
式
を
所
有
す
る
こ
と

は
、
そ
の
会
社
の
経
営
に
対
す
る
責
任
を
引
き
受
け
、
そ
の
会
社
の
活
動

に
何
ら
か
の
形
で
参
加
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
に
健
全
な
こ
と
と
思

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
株
式
を
単
に
配
当
の
た
め
に
保
持
す
る
こ
と
に
も
、

金
銭
の
操
作
に
専
念
す
る
会
社
に
も
価
値
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
改

め
て
、
も
し
収
益
動
機
が
克
服
さ
れ
れ
ば
、
単
な
る
投
資
家
が
介
在
す
る

余
地
は
な
く
な
り
、
積
極
的
に
関
与
す
る
株
主
は
重
要
な
要
素
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
全
て
の
事
例
に
お
い
て
は
、
資
産
管
理
責
任
（stew

ardship

）

が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
所
有
権
は
無
責
任
に
行
使

さ
れ
れ
ば
破
壊
的
と
な
る
が
、
生
産
物
の
価
値
を
保
存
し
向
上
さ
せ
維
持

し
よ
う
と
す
る
衝
動
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
有
益
な
も
の
と

な
る
。
私
は
、
無
責
任
な
以
前
の
土
地
所
有
者
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

彼
は
家
族
の
邸
宅
と
地
所
を
売
り
払
い
、
売
却
益
を
投
資
に
回
し
、
ロ
ン

ド
ン
の
フ
ラ
ッ
ト
に
移
り
住
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
印
象
は
非

常
に
哀
れ
を
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
主
要
な
関
心
事
は
国
債
の
値
段

に
移
っ
て
し
ま
い
、
実
質
的
な
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
の
救
済
策
は
、
共
同
社
会
に
と
っ
て
有
益
な
何

か
新
し
い
形
の
活
動
、
つ
ま
り
彼
の
以
前
の
地
所
が
象
徴
す
る
資
産
が
再

び
生
産
的
な
用
途
に
振
り
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
以

外
に
は
あ
り
え
な
い
。

　

社
会
主
義
者
や
共
産
主
義
者
の
国
有
の
観
念
が
破
綻
を
き
た
す
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
過
酷
な
地
主
や
企
業
経
営
者
を
憎
み
、
借
地
人

や
被
雇
用
者
を
利
す
る
目
的
で
彼
ら
を
追
い
落
と
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る

が
、
そ
の
救
済
策
は
実
際
に
は
機
能
し
な
い
。
妥
当
な
打
開
策
は
、
地
主

や
雇
用
者
を
改
心
さ
せ
、
公
共
善
に
対
す
る
責
任
を
忠
実
に
引
き
受
け
る

よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
集
産
化
に
代
わ
る
別
の
選
択
肢
は
、
官
僚

集
団
を
形
成
し
、
官
僚
一
人
ひ
と
り
を
個
別
の
仕
事
に
従
事
さ
せ
、
そ
の

仕
事
は
上
級
官
僚
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
の
不
透
明
な
領
域
に
埋
没
し
て

し
ま
う
よ
う
に
し
て
、
個
人
に
実
質
的
な
責
任
を
与
え
な
い
こ
と
で
あ

る
。
管
理
機
構
が
非
常
に
複
雑
に
な
る
の
で
、
挫
折
を
来
た
さ
ざ
る
を
え

ず
、
関
係
の
疎
遠
な
経
済
部
門
に
は
惨
憺
た
る
結
果
が
つ
い
て
ま
わ
り
、

誰
も
自
ら
進
ん
で
改
善
し
よ
う
と
し
な
く
な
る
。
故
ラ
ワ
リ
ー
ズ
教
授

は
、
何
年
か
前
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
状
況
に
つ
い
て
よ
く
語
っ
て
く
れ

た
。
そ
こ
で
は
土
地
が
国
有
化
さ
れ
集
産
化
さ
れ
た
が
、
個
々
の
小
作
農

家
は
半
分
の
時
間
は
集
団
農
場
の
た
め
に
捧
げ
な
が
ら
、
二
・
五
エ
ー
カ

ー
程
の
土
地
を
個
人
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
例
外
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
産

物
は
、
午
後
に
働
く
小
作
農
に
よ
っ
て
収
穫
さ
れ
、
は
る
か
に
大
規
模
な

集
団
農
場
か
ら
の
収
穫
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
集
団
農

場
の
経
営
は
非
常
に
非
効
率
で
あ
っ
た
の
で
、
農
夫
は
午
前
中
に
は
ほ
と

ん
ど
何
も
せ
ず
に
過
ご
し
、
し
か
も
怠
惰
の
ま
ま
で
報
酬
を
得
て
い
た
。

彼
ら
は
当
然
、
こ
の
制
度
に
満
足
し
て
い
た
。
ど
の
み
ち
最
善
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
共
産
主
義
の
成
功
で
は
な



71 王位・聖人・最高道徳（下）

く
失
敗
の
証
明
者
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
再
び
進
化
的
ス
パ
イ
ラ
ル
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
出
発
点
は
原

住
民
の
実
用
的
共
産
主
義
で
あ
る
。
原
住
民
は
ま
だ
財
産
の
観
念
を
獲
得

し
て
お
ら
ず
、
経
済
的
必
要
か
ら
彼
ら
は
、
狩
猟
と
食
物
収
集
の
収
益
を

共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
次
に
、
拡
大
す
る
部
族
相
互
間
の
圧

力
か
ら
生
れ
た
部
族
的
所
有
の
段
階
に
移
行
す
る
。
次
に
現
わ
れ
る
の

が
、
個
人
の
代
表
者
が
継
承
す
る
家
族
的
所
有
で
あ
り
、
代
表
者
は
誰
も

家
族
の
絆
を
断
ち
切
る
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
次
に
発

達
し
て
く
る
の
が
個
人
的
所
有
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
君
主
制
に
お
け

る
絶
対
主
義
の
段
階
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
個
人
が
自
分
勝
手
な
こ
と
が

で
き
、
つ
い
に
は
個
人
の
死
後
の
財
産
処
分
を
指
示
す
る
こ
と
さ
え
許
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
影
響
が
数
世
代
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
え
た
。

（
こ
こ
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
（Scottish H

ighlands
）
の
悲
劇
が
あ

る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
高
地
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
部
族
は
、
土
地

の
部
族
的
所
有
の
段
階
に
達
し
て
い
た
が
、
低
地
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人

（Low
lands Scots

）
の
法
律
家
が
、
部
族
的
所
有
の
考
え
方
を
知
ら
ず

に
、
よ
り
後
期
の
段
階
の
自
分
た
ち
の
絶
対
的
所
有
権
の
規
定
を
適
用

し
、
絶
対
的
所
有
権
を
氏
族
の
首
領
に
与
え
、
同
氏
族
の
下
位
の
人
々
を

追
い
立
て
可
能
な
借
地
人
の
地
位
に
お
と
し
め
、
十
八
世
紀
の
非
道
な
人

口
減
少
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。）
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
進
化

的
ス
パ
イ
ラ
ル
の
対
極
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
絶
対
的
権
利
は
、「
継

承
譲
与
（settlem

ents

）」
と
命
名
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
死
後
に
ま
で

影
響
を
与
え
る
ほ
ど
効
果
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
硬
直
し
た
体

系
を
生
み
出
す
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
法
律
家
が
先
ず
そ
の
権
利
を
削

減
し
始
め
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
、「
永
代
所
有
権
阻
止
規
則
（R

ule against 

Perpetuities

）」
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
規
則
は
、
証
書
や
遺
言
に
基
づ
く

継
承
贈
与
を
、
個
人
の
生
涯
ま
た
は
複
数
世
代
の
期
限
に
限
定
し
、
前
世

代
の
死
後
二
十
一
年
余
り
と
し
た
。
二
十
一
年
と
い
う
の
は
、
現
存
世
代

の
最
後
の
人
の
死
の
前
後
に
生
れ
た
少
数
の
子
供
を
含
む
よ
う
に
企
図
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

受
託
の
原
理
（T

he principle of trusteeship

）
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
原
理
の
も
と
で
は
、
人
々
は
他
者
の
た
め
に
、
あ

る
い
は
自
他
の
た
め
に
財
産
を
所
有
し
て
も
よ
く
、
そ
れ
に
伴
う
権
利
と

義
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
発
想
は
力
動
的
で
、
過

去
七
世
紀
の
間
に
非
常
に
発
達
し
た
。
受
託
は
、
一
人
以
上
の
人
が
関
り

合
う
状
況
に
固
有
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
発
想

は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
初
歩
的
発
展
に
止
ま
っ
て
い
る
が
、
全
て
の
所

有
者
が
、
あ
る
意
味
で
自
己
自
身
と
共
同
社
会
に
と
っ
て
の
受
託
者
と
み

な
さ
れ
る
段
階
に
ま
で
到
達
し
、
受
託
者
の
権
利
は
増
大
し
て
い
く
。
所

有
者
は
財
産
を
管
理
し
利
益
の
分
け
前
に
預
か
る
財
産
管
理
者

（stew
ard

）
と
な
る
が
、
徐
々
に
国
家
的
遺
産
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
も
の

を
毀
損
し
な
い
よ
う
自
制
す
る
よ
う
に
な
る
。
次
の
段
階
は
当
然
、
公
共

の
利
益
に
国
際
的
な
風
味
を
付
与
し
、
人
類
全
体
の
資
産
管
理
責
任
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（stew
ardship

）
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
人
々
は
既

に
、
資
産
は
単
に
人
類
の
所
有
物
に
止
ま
ら
ず
、
神
の
目
的
に
適
う
よ
う

設
計
さ
れ
た
森
羅
万
象
の
所
有
物
で
あ
る
と
理
解
す
る
要
素
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
我
々
は
ス
パ
イ
ラ
ル
の
全
回
転
点
、
つ
ま
り
原

初
的
な
無
所
有
状
態
の
真
上
に
位
置
す
る
地
点
で
あ
り
、
中
間
段
階
に
つ

い
て
の
情
報
を
備
え
た
よ
り
高
次
の
地
点
に
到
達
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見

地
か
ら
見
れ
ば
、
集
産
化
の
た
め
の
厄
介
な
官
僚
機
構
は
、
不
適
切
な
も

の
で
あ
り
、
死
に
至
る
進
化
的
逸
脱
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
で
あ

ろ
う
。
資
産
管
理
責
任
は
よ
く
生
き
残
る
で
あ
ろ
う
。

　

伝
統
の
原
理
は
事
実
上
、（
非
金
銭
的
な
種
類
の
）
資
産
が
相
続
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
地
所
や
家
業
の
最
善
の
資
産
管
理
者

は
、
創
業
者
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
成
長
し
て
家
業
を
継
ぎ
、
一
定

期
間
、
あ
る
い
は
仕
事
に
従
事
す
る
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
後
見
人
に
指
名

さ
れ
る
人
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
き
な
個
人
的
利
益
を
受
け
取
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
安
定
性
を
も
た
ら
し
、
人
類
共
通
の
感
情
に
も
合
致
す

る
。
こ
の
原
理
は
、
家
族
・
家
庭
に
適
用
す
る
と
き
の
よ
う
に
強
力
で
あ

る
。
人
々
は
ル
ー
ツ
を
必
要
と
し
、
ル
ー
ツ
は
一
箇
所
に
定
住
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
家
族
の
遺
品
や
所
有
物
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
強
化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
代
を
重
ね
る
に
従
っ
て
過
度
な
蓄

積
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
過
度
な
蓄
積

は
個
人
的
な
支
配
を
弱
体
化
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
望
ま
し
く
な
い
独

占
や
寡
占
を
も
た
ら
し
、
恵
ま
れ
な
い
人
々
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を

招
来
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
相
続
税
に
似
た
も
の
が
必
要
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
適
用
逃
れ
を

防
ぐ
効
力
を
備
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
基
本
財
産
の
解
体
に
つ
な
が
ら

な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
夫
と
妻
を
ほ
と
ん
ど
排
他
的
な
家
族
構
成

員
と
し
て
扱
い
、
成
年
の
子
供
た
ち
に
対
す
る
配
慮
を
欠
き
、
死
去
し
た

配
偶
者
の
全
財
産
か
、
と
に
か
く
相
当
の
財
産
を
遺
族
に
与
え
る
よ
う
な

配
慮
を
欠
く
現
代
の
傾
向
は
、
破
壊
的
で
あ
る
。
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

の
は
、
祖
先
や
子
孫
、
時
に
は
傍
系
も
含
み
、
あ
ら
ゆ
る
親
等
や
年
齢
か

ら
な
る
完
全
な
家
族
複
合
体
で
あ
る
。

　

上
記
に
固
有
な
こ
と
と
言
え
ば
、
経
済
的
な
事
柄
は
、
本
質
的
包
括
的

な
計
画
的
制
御
に
し
た
が
っ
て
個
人
的
な
規
模
で
管
理
す
べ
き
で
あ
る

が
、（
道
路
、
鉄
道
、
空
路
に
よ
る
）
交
通
手
段
、
排
水
設
備
、
消
防
、

基
礎
教
育
、
病
院
、
障
害
者
施
設
の
よ
う
な
公
益
事
業
は
例
外
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
製
造
業
、
農
業
、
林
業
、
不
動
産
業
等
、
最
も
広
義

の
職
業
的
サ
ー
ビ
ス
の
通
常
過
程
は
、
資
産
管
理
責
任
の
精
神
（the 

spirit of stew
ardship

）
を
も
っ
て
統
御
す
る
私
的
所
有
者
の
手
に
委
ね

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
合
理
的
な
規
模
の

会
社
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
や
成
員
が
組

織
の
事
柄
に
積
極
的
に
参
画
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
大
規
模
な
公
共
事
業

に
お
け
る
よ
う
に
、
必
要
な
操
業
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
操

業
者
の
数
も
増
大
す
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
小
規
模
な
競
争
相
手
を
食

い
尽
く
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
国
家
の
権
威
に
挑
戦
す
る
よ
う
な
力
さ
え
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獲
得
す
る
巨
大
企
業
が
入
り
込
む
余
地
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
組
織
体
は
、
内
部
に
無
駄
の
多
い
非
効
率
な
官
僚
組
織
を
生
み
出

し
、
そ
こ
で
は
手
続
き
の
迷
路
の
中
で
責
任
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
独
占
が
公
共
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
科
学

的
研
究
の
よ
う
な
も
の
は
、
支
配
力
を
持
た
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
が

協
働
す
る
小
さ
な
共
同
集
団
に
任
せ
て
お
く
の
が
最
善
で
あ
ろ
う
。
宇
宙

探
索
の
よ
う
な
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
高
度
な
組
織
を
要
求
す
る
の
で
、

公
共
領
域
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

社
会
的
流
動
性
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
思
い
描
い

て
も
役
に
立
た
な
い
。
社
会
階
級
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
を
否
定
す
る
根

拠
は
な
い
。
魂
は
神
の
目
か
ら
見
れ
ば
全
て
等
し
く
、
個
々
の
魂
は
等
し

く
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
才
能
や
教
養
や
知
性
が
人
間
的
尺

度
に
お
い
て
同
等
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
あ
る
者
は
他
の
者
よ
り

秀
で
て
い
る
。
し
か
も
能
力
は
遺
伝
的
意
味
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
る
傾

向
に
あ
る
。
私
は
、
才
能
に
恵
ま
れ
教
養
の
高
い
裕
福
な
家
族
が
、
出
処

の
卑
し
い
女
児
を
養
子
に
迎
え
た
状
況
を
思
い
出
す
。
彼
ら
は
彼
女
に
可

能
な
限
り
の
愛
と
愛
情
を
注
ぎ
、
全
く
家
族
の
一
員
と
し
て
扱
い
、
あ
ら

ゆ
る
教
育
的
便
宜
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
が
成
長
す
る
と
、

自
分
が
養
家
の
家
族
と
同
様
で
は
な
い
と
気
づ
い
た
。
彼
女
は
彼
ら
の
基

準
に
達
し
た
い
と
の
望
み
を
抱
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
あ
ら

ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
悲
し
い
こ
と
に
、
彼
女
は
家
族
の
輪

か
ら
身
を
引
き
離
し
、
馬
小
屋
の
階
上
の
一
室
に
住
ま
う
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
極
端
な
事
例
で
あ
る
が
、
養
育
や
環
境
に
よ
っ
て
は
救
治
で

き
な
い
基
本
的
な
格
差
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

社
会
階
層
は
存
在
し
、
概
し
て
よ
り
大
き
な
能
力
の
持
ち
主
が
階
層
の
最

上
位
に
位
置
し
、
概
し
て
最
小
の
能
力
の
持
ち
主
で
あ
り
、
底
辺
に
居
る

人
々
へ
と
、
階
層
は
下
降
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
羨
望
や
階
級
間
の
争
い
を
生
む
こ
と
は
、
不
自
然
な
こ
と

で
は
な
い
。
上
層
階
級
の
中
に
は
そ
の
地
位
に
値
し
な
い
人
も
お
り
、
下

層
の
人
の
中
に
は
、
よ
り
高
度
な
地
位
に
相
応
し
い
能
力
を
持
つ
人
も
居

る
。
こ
れ
ら
の
例
外
が
、
制
度
全
体
が
不
公
正
で
あ
る
と
い
う
批
判
の
根

拠
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
今
日
、
時
折
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
組
織

的
肉
体
労
働
者
が
知
的
才
能
に
優
れ
た
者
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
報
酬
を

獲
得
す
る
場
合
が
あ
り
、
不
公
正
に
対
す
る
逆
の
不
平
が
存
在
す
る
。
長

年
の
厳
し
い
訓
練
を
受
け
高
度
に
熟
練
し
た
専
門
家
が
、
も
し
全
て
の
経

験
を
捨
て
て
、
自
分
の
配
下
に
あ
る
全
従
業
員
と
合
流
す
れ
ば
、
儲
け
は

更
に
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
と
言
う
の
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま

た
、
明
ら
か
に
不
公
正
で
あ
る
。
時
折
耳
に
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
最
も

粗
雑
で
不
潔
な
仕
事
は
、
不
快
だ
か
ら
こ
そ
最
も
高
い
報
酬
が
与
え
ら
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
、
支
持
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
唯
一
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
報
酬
は
有
能
な
人
々
に
与
え

ら
れ
る
と
き
ほ
ど
役
に
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
有
能
な
人
々

は
、
自
ら
広
範
な
活
動
の
場
を
開
拓
し
、
そ
の
才
能
を
活
か
し
て
相
当
裕

福
な
経
営
を
す
る
責
任
感
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
は
、
あ
ら
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ゆ
る
人
の
魂
が
創
造
力
に
よ
っ
て
人
間
の
成
し
う
る
頂
点
に
ま
で
押
し
上

げ
ら
れ
た
時
に
、
階
級
が
消
滅
す
る
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し

か
し
期
待
で
き
る
完
成
度
を
達
成
す
る
ま
で
に
は
、
長
い
道
の
り
が
横
た

わ
っ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
？　

階
級
制
度
が
世
襲
的
階
級

（caste

）
に
凍
結
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
、
そ
の
答

え
で
あ
ろ
う
。
世
襲
的
階
級
制
度
は
暴
力
的
な
社
会
革
命
を
も
た
ら
す
だ

け
で
あ
る
。
イ
ン
ド
は
厳
格
な
カ
ー
ス
ト
制
度
を
備
え
た
国
の
主
な
例
で

あ
る
。
個
人
は
、
恐
ら
く
前
世
で
成
し
遂
げ
た
こ
と
（attainm

ents

）

に
基
づ
い
て
、
現
世
の
生
涯
を
生
れ
落
ち
た
カ
ー
ス
ト
で
過
ご
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
間
違
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
で
も
多
く

の
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
思
想
家
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
は

出
生
に
よ
っ
て
で
は
な
く
業
績
（achievem

ent
）
に
よ
っ
て
自
分
の
カ

ー
ス
ト
を
獲
得
す
る
と
い
う
初
期
の
教
説
の
曲
解
で
あ
る
。
そ
の
初
期
の

見
解
を
修
復
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
国
（
英
国
）
で
は
幸
運

な
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
硬
直
化
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
階
級
意
識
の
強

か
っ
た
中
世
で
さ
え
、
有
能
な
少
年
は
、
通
常
は
教
会
を
介
し
て
、
低
い

身
分
か
ら
国
家
の
最
高
の
公
職
に
ま
で
上
り
詰
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
か

の
最
も
有
能
な
行
政
官
、
ウ
ォ
ー
ル
ゼ
イ
枢
機
卿
（C

ardinal W
olsey

）

は
、
最
近
の
事
例
で
あ
る
。
他
方
、
貴
族
や
名
門
出
身
の
子
息
は
職
業
に

従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
の
子
孫
の
中
に
は
、

徐
々
に
平
民
大
衆
に
下
降
し
て
い
っ
た
者
も
あ
る
。
ノ
ル
マ
ン
人
の
名
字

（
私
の
名
字
も
含
ま
れ
る
）
が
、
よ
り
等
級
の
低
い
田
園
地
帯
や
工
業
地

帯
の
人
々
の
間
に
普
及
し
て
い
っ
た
事
実
が
、
そ
の
結
果
を
示
し
て
い

る
。
後
に
な
る
と
、
多
く
の
一
文
無
し
の
若
者
が
、
製
造
業
や
自
由
業
を

通
し
て
、
高
い
地
位
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
階

級
の
上
昇
と
下
降
が
絶
え
ず
生
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
に
大
き
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
も
た
ら
さ
れ
、
他
国
で
起
こ
っ
た
よ
う
な
過
剰
な
階
級
闘

争
を
防
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
典
は
ぜ
ひ
と
も
保
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
に
限
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
教
育
組
織
が
誰
に
対
し
て
も
は
し
ご
を
上
昇
す
る
道
を
確

実
に
提
供
し
続
け
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
上
昇
へ
の
道
を
得
る
こ
と

の
で
き
た
人
々
は
、
そ
の
機
会
を
生
か
す
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
人
々

は
、
人
生
行
路
が
彼
ら
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
ま
で
、
下
層
に
止
ま
る
こ

と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
廣
池
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
最
高
道

徳
を
追
求
す
る
道
は
誰
に
も
開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
道
は
困
難
で
あ

る
。

　

社
会
的
流
動
性
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
奇
抜
な
行
為

（eccentricity

）
の
必
要
性
に
道
を
開
く
。
ど
の
よ
う
な
社
会
組
織
も
、

批
評
家
が
口
を
挟
む
余
地
の
な
い
ほ
ど
、
完
璧
な
規
則
や
実
践
に
縛
ら
れ

る
必
要
は
な
い
。
ま
し
て
や
批
評
家
が
常
に
道
徳
の
指
針
を
墨
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
社
会
は
異
常
で
あ
る
。
社
会
に
は
実
験

や
意
見
の
相
違
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
験
や
意
見
の
相
違

は
進
化
的
な
萌
芽
の
働
き
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ど
の
社
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会
組
織
も
、
向
こ
う
見
ず
な
魂
が
安
全
に
冒
険
を
犯
せ
る
よ
う
な
、
自
由

の
縁
取
り
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
失
敗
や
見
当
違

い
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
コ
ス
ト
は
た
ま
に
真
の
業
績
に
恵
ま
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
を
許
容
し
な
い
と
こ

ろ
に
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
そ
し
て
最
悪
の
中
世
キ
リ
ス
ト
教
会
の
独

占
的
制
度
の
失
敗
の
特
色
が
あ
る
。
従
来
、
個
人
の
富
は
、
あ
る
程
度
、

こ
の
よ
う
な
無
謀
領
域
に
踏
み
込
む
自
由
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正

当
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
求
に
応
じ
る
た
め
に
、
経
済
組
織
を
ど
の
よ
う
に
改
造
す

べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
明
示
で
き
な
い
。
国
益
の
衝
突
や
、
架
空
の

貨
幣
制
度
の
競
合
は
存
在
す
る
が
、
人
類
的
規
模
の
計
画
が
欠
け
て
い
る

限
り
、
進
歩
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
。
細
部
に
わ
た
る
計
画
は
、
い

つ
も
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
が
要
求
す
る
調
整
を
す
べ
て
予
知
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
化
と
道

徳
が
要
求
す
る
計
画
を
大
雑
把
に
素
描
し
て
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
試
み
が
い
か
に
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を

構
想
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
批
判
や
訂
正
の
対
象
に
過
ぎ
な
い
と
し
て

も
、
い
つ
も
有
益
で
あ
る
。
も
し
前
述
の
一
般
的
な
提
案
を
実
行
に
移
せ

ば
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　

先
ず
第
一
に
、
戦
争
の
観
念
が
放
棄
さ
れ
、
世
界
的
規
模
の
計
画
組
織

が
そ
の
計
画
に
応
じ
る
だ
け
の
力
を
持
ち
、
貨
幣
制
度
と
そ
れ
に
付
随
す

る
利
益
動
機
が
廃
止
さ
れ
、
そ
し
て
人
類
全
体
に
必
要
に
見
合
う
も
の
が

供
給
で
き
る
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
万
人
の
基
礎
的
ニ
ー
ズ

が
同
等
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
食
物
や
衣
服
や
住
居
に
関
す
る
必

要
品
に
は
、
気
候
に
よ
っ
て
地
域
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。（
た
と
え
ば
私
は
、
恒
常
的
に
熱
い
気
候
の
南
イ
ン
ド
で
暮
ら
し
て

い
た
時
、
ほ
か
の
土
地
で
働
く
よ
り
熱
心
に
働
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
な
り
少
な
い
食
物
し
か
必
要
と
し
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。）
し
た
が

っ
て
生
活
水
準
は
地
域
ご
と
に
個
別
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
主
要
な

生
活
必
需
品
、
住
居
、
旅
行
、
教
育
、
公
共
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
そ
の
他

は
、
無
料
で
供
給
さ
れ
る
。
基
本
的
水
準
を
越
え
る
も
の
は
す
べ
て
、
自

前
で
稼
ぐ
必
要
が
あ
る
が
、
子
供
、
高
齢
者
お
よ
び
精
神
的
・
身
体
的
虚

弱
者
は
例
外
と
す
る
。
余
剰
の
所
得
は
、
成
し
遂
げ
た
仕
事
の
量
よ
り
は

真
価
に
応
じ
て
、
個
人
預
金
と
し
、
何
に
使
お
う
と
自
由
に
選
択
し
て
よ

い
。
こ
の
よ
う
な
預
金
は
他
者
に
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
ず
、
死
去
と
と

も
に
失
効
す
る
の
で
あ
る
。
仕
事
は
個
人
の
特
権
で
あ
り
、
個
人
の
選
択

や
能
力
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
若
い
時
に
は
、
少
々
つ
ら
い
形
態
の

労
働
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
勤
勉
な
徴
用
期
間
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

地
域
ベ
ー
ス
で
組
織
す
る
こ
と
が
必
要
な
社
会
福
祉
事
業
は
別
と
し

て
、
生
産
を
管
理
す
る
事
業
主
は
、
個
人
で
あ
れ
企
業
（
一
般
に
小
規
模

が
よ
い
）
で
あ
れ
、
完
全
な
所
有
者
と
い
う
よ
り
は
財
産
管
理
者
と
し
て

職
務
に
従
事
し
、
最
低
限
の
水
準
を
下
回
れ
ば
降
板
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ

う
。
個
人
的
な
必
要
を
上
回
る
生
産
物
は
、
測
定
可
能
な
も
の
で
あ
る
限

り
、
地
域
社
会
の
財
産
と
な
り
、
社
会
の
基
礎
的
水
準
を
維
持
す
る
と
共
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に
、
個
人
預
金
制
度
で
獲
得
で
き
る
贅
沢
を
維
持
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
賃
金
や
取
引
上
の
支
払
い
は
な
く
な
る
だ

ろ
う
。
拡
大
や
新
企
画
の
た
め
の
資
材
は
、
実
験
的
な
も
の
は
別
と
し

て
、
有
害
な
も
の
を
除
く
計
画
的
制
御
の
下
で
、
共
有
の
貯
蓄
か
ら
無
料

で
供
給
さ
れ
る
。
し
か
し
労
働
力
の
募
集
は
、
可
能
な
限
り
個
人
の
起
業

家
の
手
に
委
ね
る
の
が
よ
く
、
起
業
家
は
、
必
要
な
ら
臨
時
企
業
雇
用
団

の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
最
小
限
に
と
ど
め
る
の
が
よ

い
だ
ろ
う
。

　

資
産
管
理
責
任
原
理
（the stew

ardship principle

）
に
よ
っ
て
修
正

さ
れ
た
財
産
所
有
権
は
尊
重
さ
れ
、
そ
の
交
換
は
許
さ
れ
、
家
族
内
の
相

続
は
保
証
さ
れ
る
が
、
家
系
が
断
絶
し
た
時
は
、
故
人
の
財
産
は
共
有
の

貯
蓄
に
移
管
さ
れ
、
補
助
金
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
通
常
の
個
人
預
金
は

別
に
し
て
、
空
席
の
資
産
管
理
責
任
（vacant stew

ardship

）
を
再
配

分
し
た
り
、
付
帯
責
任
を
伴
う
公
共
部
門
に
お
い
て
は
、
事
業
に
関
す
る

相
続
不
可
の
擬
似
的
資
産
管
理
責
任
（non-heritable quasi-

stew
ardships

）
を
創
設
し
た
り
し
て
、
非
凡
な
実
力
者
に
対
す
る
報
奨

制
度
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
社
会
的
流
動
性
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
土
地
所
有
者
は
地
所
の
管
理
権
を
保
持
し
、
優
れ
た
経
営

に
対
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
受
け
取
る
こ
と
は
あ
る
が
、
賃
貸
料
は
不
可
と

す
る
。（
貨
幣
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
）
暴
利
や
利
子
の
よ
う
な
も
の

は
許
さ
れ
な
い
。
地
域
的
な
災
害
や
資
源
不
足
に
は
、
全
般
的
な
計
画
的

制
御
力
の
下
で
、
外
部
か
ら
資
産
を
移
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
組
織
的
な
慈
善
事
業
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
ク
レ
ジ

ッ
ト
の
規
模
は
、
基
本
的
ニ
ー
ズ
以
上
の
余
剰
金
が
ど
れ
だ
け
利
用
で
き

る
か
に
よ
っ
て
絶
え
ず
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
分
配
や
発
展
を
秩
序
正

し
く
管
理
す
る
た
め
に
は
、
明
ら
か
に
非
常
に
大
規
模
な
計
画
組
織
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
日
、
財
政
的
・
行
政
的
活
動
に
従
事
し
て
い
る

人
々
の
法
外
な
数
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
小
さ
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
素
描
は
、
も
し
描
か
れ
た
制
度
や
類
似
の
も
の
が
実
現
さ

れ
た
と
し
て
も
、
埋
め
合
わ
せ
の
必
要
な
ギ
ャ
ッ
プ
に
満
ち
て
い
る
こ
と

に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
私
は
、
特
定
の
制
度
の
妥
当
性
に
つ
い

て
、
か
な
り
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な

制
度
は
、
生
態
系
の
要
求
に
適
合
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
本
質
的
な
枠
組

み
の
範
囲
内
で
、
最
大
限
の
自
由
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
ど
の
制
度

も
、
権
利
に
対
す
る
義
務
先
行
の
原
理
が
欠
け
て
い
れ
ば
機
能
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
基
本
的
ニ
ー
ズ
が
供
給
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
退
職

（w
ithdraw

al

）、
反
省
と
熟
考
と
研
究
の
た
め
の
退
職
、
あ
る
い
は
人
間

を
嫌
悪
し
て
の
退
職
に
は
、
寛
容
で
あ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
怠

惰
に
対
し
て
は
制
裁
を
科
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
計
画
者
の
官
僚
的

圧
制
は
、
活
発
な
議
会
と
公
衆
の
批
判
に
よ
っ
て
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
計
画
者
が
確
実
に
利
己
的
で
な
く
献
身
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
彼

ら
の
物
質
的
条
件
を
一
般
の
人
々
よ
り
幾
分
低
め
に
抑
制
し
て
お
く
べ
き

で
あ
る
。
彼
ら
の
目
標
は
、
禁
欲
的
で
あ
る
こ
と
を
名
誉
と
し
、
過
度
な

所
有
に
汚
染
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
計
画
者
階
級
（a planning 
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caste

）
の
出
現
に
は
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
は
預
言
者
で
は
な
い
。
事
実
、
私
は
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
活
動
に
溺

れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
手
厳
し
い
精
神
的
警
告
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
索
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
そ
し
て
世
界

の
発
展
が
全
く
異
な
っ
た
進
路
を
採
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
少
な
く

と
も
こ
れ
ら
の
提
案
の
い
く
つ
か
が
、
思
考
を
深
め
る
材
料
を
提
供
す
る

も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。
確
か
な
こ
と
は
、
事
態
は
現
在
の
形
の

ま
ま
長
く
続
く
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
何
ら
か
の
代
案
を
見
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
解
答
が
何
で
あ
れ
、
本
質
的
な
こ

と
は
、
新
し
い
秩
序
は
道
徳
の
原
理
に
基
づ
く
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
で
あ

る
。
廣
池
の
教
説
は
、
満
足
な
基
礎
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
し
、
日
本
の
実
業
生
活
の
あ
る
部
門
で
実
際
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夜
明
け
を
迎
え
る
新
し
い
時
代
が
、
圧
制
と
心

な
い
集
団
の
時
代
と
い
う
よ
り
は
、
社
会
的
正
義
と
平
和
の
時
代
で
あ
る

べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
他
の
全
て
の
事
柄
と
同
様
に
、
変
容

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
九
章　

英
国
政
体
に
と
っ
て
の
脅
威

　

英
国
政
体
（the B

ritish C
onstitution

）
は
、
最
も
す
ば
ら
し
い
事

柄
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
主
と
し
て
不
文
法
で
あ
る
か
ら

だ
け
で
な
く
、
大
幅
に
慣
習
（convention

）
に
よ
っ
て
、
法
律
（law

）

で
は
承
認
さ
れ
な
い
仕
方
で
運
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
英

国
の
慣
習
は
、
ほ
と
ん
ど
法
律
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
が
、
法
律
に
は
な

り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
慣
習
が
法
律
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
慣
習

で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
か
な
る
裁
判
官
も
慣
習
は
拘

束
力
を
持
た
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
律
は
、
明

ら
か
に
慣
習
と
は
ま
っ
た
く
別
の
体
系
を
承
認
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
難
す
る
意
図
で
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
風
変
わ
り
な
虚
構
ゲ
ー
ム
（gam

e of m
ake-believe

）
は
隠

れ
た
力
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
融
通
性
に
富
み
、
ま
た
発
展
を

促
進
し
、
い
か
な
る
法
修
正
に
も
必
ず
伴
う
ト
ラ
ウ
マ
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
国
政
体
は
、
注
意
深

く
監
視
す
る
必
要
の
あ
る
脅
威
を
孕
ん
で
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
狡
猾

な
逸
脱
が
、
意
図
的
に
、
あ
る
い
は
混
乱
に
乗
じ
て
、
少
し
ず
つ
持
ち
込

ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
の
代
償
は
絶
え
ざ
る
警
戒
で
あ
る
と
い
う
の

は
真
実
で
あ
り
、
暗
黙
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
多
く
が
依
存
す
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
警
告
が
特
に
重
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
法
律
が
制
定
す
る
政
体
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
そ
し

て
、
法
律
外
の
修
正
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
検
討
に
際
し

て
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
チ
ャ
ネ

ル
諸
島
、
マ
ン
島
に
影
響
を
与
え
る
特
徴
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
軽
視

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
地
域
は
、
英
国
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
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歴
史
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
歴
史
を
そ
れ
ぞ
れ
が
有
し
て
い
る
。
大
雑
把

に
言
っ
て
、
同
一
の
一
般
原
則
が
そ
れ
ら
の
地
域
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
特
殊
性
（
そ
れ
ら
自
体
は
重
要
で
あ
り
、
大

事
に
す
べ
き
で
あ
る
が
）
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

事
態
を
複
雑
化
す
る
必
要
は
な
い
。

　

ス
タ
ー
ト
地
点
を
探
索
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
不
明
瞭
さ
に
直

面
す
る
。
基
本
的
秩
序
の
原
初
的
状
態
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
徐
々
に
成
長
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
大
ブ
リ
テ
ン
島
の

主
要
部
分
が
ロ
ー
マ
帝
国
に
併
合
さ
れ
る
ま
で
の
長
い
歴
史
は
、
我
々
の

政
体
に
明
確
な
足
跡
を
何
も
残
し
て
い
な
い
。
紀
元
後
四
一
〇
年
、
ホ
ノ

リ
ウ
ス
帝
（the E

m
peror H

onorius

）
は
、
ブ
リ
テ
ン
島
か
ら
来
た
使

者
た
ち
に
、
軍
団
は
す
で
に
引
き
上
げ
た
の
で
、
今
後
、
自
身
の
手
で
自

国
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
。
こ
う
し
て
、
大
ブ
リ
テ
ン
島

は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
異
教
徒
で
あ
る
ア
ン
グ

ル
人
（A

ngles

）、
サ
ク
ソ
ン
人
（Saxons

）、
ジ
ュ
ー
ト
人
（Jutes

）

の
迫
り
く
る
侵
入
の
餌
食
と
な
っ
た
。
我
々
は
、
ま
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

が
小
さ
な
独
立
王
国
（
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
、
メ
ル
シ
ア
、
イ
ー
ス
ト
・
ア

ン
グ
リ
ア
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
、
エ
ッ
セ
ッ
ク
ス
、
サ
ッ
セ
ッ
ク
ス
、
ケ
ン

ト
か
ら
な
る
七
王
国
（the H

eptarchy

））
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
に

気
付
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
王
国
は
、
自
身
の
慣
習
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、

自
由
民
が
自
ら
地
方
議
会
に
お
い
て
行
政
管
理
を
行
い
、
戦
闘
指
導
者
タ

イ
プ
の
国
王
た
ち
が
率
い
て
い
た
。
そ
の
国
王
た
ち
は
、
立
法
者
で
あ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
違
反
に
対
す
る
既
存
の
刑
罰
目
録
を
手
直
し
す

る
以
上
の
こ
と
は
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
主
導
権
は
あ
る
王
国
か
ら

別
の
王
国
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
あ
る
時
期
に
は
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
が
指
導

者
で
あ
っ
た
が
、
別
の
時
期
に
は
ケ
ン
ト
や
メ
ル
シ
ア
が
指
導
者
に
な
っ

た
。
最
終
的
に
は
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
が
永
続
的
な
優
位
を
確
立
し
、
そ
の

他
の
王
国
を
州
（counties

）
の
地
位
に
追
い
や
っ
た
。
文
化
は
、
キ
リ

ス
ト
教
が
再
び
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
。
そ
の

キ
リ
ス
ト
教
は
、
部
分
的
に
は
ロ
ー
マ
教
会
、
ま
た
、
か
な
り
の
部
分
が

ケ
ル
ト
教
会
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
支
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
最
終
的
に
ロ

ー
マ
の
慣
行
が
行
き
渡
っ
た
の
は
ウ
イ
ッ
ト
ビ
ィ
会
議
（the council of 

W
hitby

）
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
か
ら
の
侵

入
の
波
は
、
こ
の
国
の
一
部
に
新
し
い
法
律
と
慣
習
を
も
た
ら
し
、
ま

た
、
北
部
帝
国
（a N

orthern em
pire

）
に
短
期
間
併
合
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
十
一
世
紀
半
ば
ま
で
に
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
王
室
の
支
配
下

に
あ
る
サ
ク
ソ
ン
王
国
（Saxon kingdom

）
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
中
世
封
建
制
の
半
独
立
封
土
へ
の
分
裂
の
兆
候
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
脅
威
は
、
一
〇
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
人
（the N

orm
ans

）
の
出

現
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
征
服
に
よ
っ
て
支
配
し
た
が
、
同

時
に
自
分
た
ち
の
国
王
は
サ
ク
ソ
ン
王
室
（the Saxon m

onarchy

）
の

正
当
な
継
承
者
で
あ
る
と
注
意
深
く
（
一
貫
性
に
か
け
る
部
分
は
あ
っ
た

が
）
主
張
し
た
。
彼
ら
は
、
聖
エ
ド
ワ
ー
ド
懺
悔
王
（the sainted 
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E
dw

ard the C
onfessor

）
の
下
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
法
律
を
容
認

し
た
。
エ
ド
ワ
ー
ド
王
は
、
重
要
な
新
し
い
法
律
を
作
る
こ
と
は
せ
ず
、

廣
池
が
国
家
伝
統
（the national ortholinon

）
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う
も

の
の
ル
ー
ツ
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ノ
ル
マ
ン
人

の
支
配
は
、
サ
ク
ソ
ン
人
の
支
配
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
。
サ
ク
ソ

ン
人
の
支
配
は
弱
く
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
も
同
様
の
時
期
も
あ
っ

た
。
ノ
ル
マ
ン
人
は
、
効
率
的
な
官
僚
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
強
力
な
中

央
集
権
的
政
府
を
樹
立
し
、
ま
た
、
す
べ
て
の
自
由
民
は
、
封
建
的
紐
帯

に
お
け
る
直
属
上
司
に
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
王
（the C

row
n

）
に

対
す
る
直
接
的
な
忠
誠
を
負
う
と
い
う
重
要
な
原
則
を
要
求
し
た
。
ダ
ラ

ム
（D

urham

）
や
チ
ェ
シ
ャ
ー
（C

heshire
）
の
よ
う
な
少
数
の
周
辺

地
域
だ
け
は
例
外
で
、
半
自
治
的
な
支
配
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

ら
の
地
域
で
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
に
よ
る
頻
繁
な

侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
現
地
の
主
導
権
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
現
代
的
な
意
味
に
お
け
る

国
民
国
家
（a national state

）
と
し
て
、
非
常
に
早
い
段
階
に
出
現
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
強
力
で
中
央
集
権
的
な
君
主
政
体
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
君
主

政
体
は
、
憲
章
に
よ
っ
て
権
利
を
定
義
し
、
諸
事
に
関
す
る
行
政
的
行
為

を
独
占
し
た
。
ま
た
こ
の
君
主
政
体
は
、
元
来
は
、
脆
弱
な
サ
ク
ソ
ン
賢

人
会
議
（Saxon W

itan

）
に
由
来
す
る
不
明
確
な
会
議
の
助
言
を
も
っ

て
、
最
終
的
な
立
法
的
、
司
法
的
権
威
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
の
賢
人
会

議
は
、
お
お
む
ね
有
力
者
の
集
ま
り
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
れ
は
主
要
な
貴

族
、
聖
職
者
お
よ
び
俗
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
指
導
的
な
王
室
の
役
員
も

含
ん
だ
集
団
で
あ
っ
た
。
し
か
も
メ
ン
バ
ー
は
流
動
的
で
、
特
別
重
要
な

機
会
に
は
メ
ン
バ
ー
を
増
や
す
こ
と
も
で
き
た
。

　

古
い
慣
習
法
（custom

ary law
s

）
と
地
方
の
共
同
裁
判
所

（com
m

unal courts

）
は
残
存
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
部
は
、
地
方
地
主

の
封
建
的
裁
判
所
（feudal courts

）
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
が
薄

く
な
っ
た
。
し
か
し
ノ
ル
マ
ン
人
の
王
、
さ
ら
に
ア
ン
ジ
ュ
ー
人
の

（A
ngevin

）
王
た
ち
が
競
争
に
参
入
し
、
上
級
ブ
ラ
ン
ド
の
王
家
の
正

義
（royal justice

）
を
売
り
こ
ん
だ
。
こ
の
王
家
の
正
義
に
よ
っ
て
地

方
の
裁
判
所
は
次
第
に
重
要
性
を
失
っ
て
い
っ
た
。
刑
事
上
の
司
法
権

は
、
国
王
の
平
和
（the king’s peace

）
と
い
う
観
念
を
拡
張
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
。
国
王
の
平
和
と
は
元
来
、
ほ
か
の
制
約
さ
れ
た

平
和
が
地
方
の
集
会
と
個
々
の
地
主
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
中
で
、

と
り
わ
け
国
王
の
住
居
内
や
主
要
な
公
道
に
関
し
て
強
要
で
き
る
よ
う
な

私
的
な
種
類
の
平
和
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
こ
の
国
王
の
平
和
が
王

国
全
体
に
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
国
王
は
、
正
義
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
国
王
の
権
威
は
神
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
英
国
の
法
律

（E
nglish law

）
が
元
の
サ
ク
ソ
ン
王
国
の
様
々
な
法
律
を
融
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
範
囲
を

越
え
て
い
る
。
司
法
行
政
の
た
め
の
効
率
的
な
組
織
を
形
成
す
る
に
は
、
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長
時
間
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
い
が
、
を
要
す
る
。
十
三
世

紀
ま
で
に
は
、
職
業
的
な
裁
判
官
が
い
た
。
彼
ら
は
、
中
央
に
座
し
、
国

土
を
周
遊
し
、「
巡
回
裁
判
（eyres

）」
を
行
い
、
そ
こ
で
は
民
事
訴
訟

や
刑
事
訴
訟
が
処
理
（
こ
こ
で
「
公
判
（trial

）」
と
い
う
言
葉
を
使
う

の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
事
実
に
関
す
る
論
争
は
、

試
罪
法
（ordeal
）﹇
訳
注
：
中
古
チ
ュ
ー
ト
ン
民
族
間
に
行
な
わ
れ
た
裁
判
法；

過
酷
な
試
練
に
耐
え
た
も
の
を
無
罪
と
し
た
﹈
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
自
己

規
制
的
陪
審
、
お
よ
び
裁
判
官
が
最
初
に
行
う
裁
断
（verdict

）
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
）
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
地
方
行
政
執
行
シ

ス
テ
ム
も
精
査
さ
れ
管
理
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
王
の
正
義
は
普

及
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
王
は
徐
々
に
本
人
が
司
法
的
に
行
為
す
る

権
限
を
失
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
と
の
論
争
の
結
果
と

し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
や
、
単
な
る
慣
習
で
は
な
く
て
、
厳
密
な
法

律
問
題
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

政
府
は
、
こ
の
よ
う
に
君
主
主
義
的
で
も
あ
り
、
貴
族
主
義
的
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
貴
族
と
の
間
で
は
頻
繁
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
。
貴
族
は
、
国
王
が
弱
く
な
っ
た
と
き
に
強
力
な
勢
力
と
し
て
登
場
し

た
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
側
が
、
国
民
全
体
の
支
援
を
必
要
と
し
た
。
国
民

は
、
物
事
の
運
営
に
関
わ
り
始
め
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
天
才
的
革
新
と

し
て
の
議
会
（parliam

ent

）
が
登
場
し
た
。
議
会
は
、
十
三
世
紀
終
盤

に
発
明
さ
れ
、
十
四
世
紀
ま
で
に
は
永
続
的
な
組
織
に
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
指
導
的
要
素
と
し
て
の
国
王
、
そ
れ
と
共
に
聖
俗
の
貴
族
だ
け
で

な
く
裁
判
官
や
も
と
も
と
の
高
官
な
ど
の
名
士
た
ち
の
集
会
、
さ
ら
に
州

や
主
要
な
都
市
や
町
の
代
表
ら
の
集
合
体
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
今
日

見
る
よ
う
な
、
王
（C

row
n

）、
上
院
議
員
（Lords

）、
下
院
議
員

（C
om

m
ons

）
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
組
織
は
、
国
の
最

高
権
威
と
し
て
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
は
、
主
と
し
て
、
立

法
議
会
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
最
終
の
拠
り
所
と
し
て
の
法
律
裁
判
所

と
し
て
機
能
し
た
。
と
い
う
の
は
、
当
時
は
立
法
、
司
法
、
行
政
の
各
機

能
が
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
徐
々

に
、
立
法
的
側
面
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
た
。
下
院
は
、
最
初
は
い
く
ぶ

ん
か
控
え
め
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
が
、
政
府
の
働
き
に
と
っ
て
必
要
な

資
金
を
生
み
出
し
確
保
す
る
能
力
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
重
要
度
を
増
し
て

い
っ
た
。

　

国
王
（the king

）
は
、
自
身
が
議
会
に
溶
け
込
み
、
幾
分
不
明
確
な

独
自
の
立
法
機
能
を
失
い
、
勅
令
に
よ
る
法
律
の
補
足
が
徐
々
に
で
き
な

く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
巨
大
な
権
限
を
保
持
し
て
い
た
。
国
王

は
ま
だ
、
官
僚
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
裁
判
官
を
任
命
し
、
軍
隊
を
統
率

し
、
戦
争
と
平
和
を
宣
言
し
、
条
約
を
締
結
し
、
日
常
の
公
的
業
務
に
つ

い
て
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
国
王
は
、
直
々
に
、
あ
る
い
は
自
身
の
好
み

で
任
命
し
た
大
臣
を
通
し
て
、
効
果
的
に
振
舞
う
支
配
者
で
あ
っ
た
。
国

王
が
支
配
下
に
置
か
れ
た
の
は
国
の
一
般
法
（the general law

）
の
み

で
あ
り
、
彼
は
そ
の
調
停
者
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
一
般
法
に
は
従
属
し

て
い
た
。
さ
ら
に
彼
が
支
配
さ
れ
た
の
は
議
会
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
議
会
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は
彼
の
決
定
に
よ
っ
て
の
み
召
集
さ
れ
、
し
か
も
彼
は
随
意
に
議
会
を
解

散
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
は
、E

E
C

（
欧
州
経
済
共
同
体
）
の
加
盟
国
が
主
権

の
一
部
を
共
同
管
理
す
る
法
律
に
従
っ
て
い
る
限
り
、
理
論
的
に
は
、
今

日
で
も
、
我
々
が
保
持
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
慣

習
が
、
今
日
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
様
相
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

そ
の
主
要
な
慣
習
と
は
、
国
王
（
ま
た
は
女
王
）
が
国
事
を
行
う
場

合
、
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
の
み
行
為
し
、
大
臣
は
王
位
に
対
し
て
で

は
な
く
、
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
国
王
は
、

助
言
を
求
め
ら
れ
、
大
臣
に
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
の
影
響
力

は
私
的
な
効
力
し
か
な
く
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
過

ち
が
起
き
た
と
き
に
、
責
め
ら
れ
る
の
は
大
臣
で
あ
る
。
第
二
に
国
王

は
、
議
会
の
必
要
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
は
あ
る
が
、
上
院
と
下
院
の
双

方
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
案
に
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
下
院
の
み
に
よ

っ
て
提
案
さ
れ
た
法
案
に
も
、
す
べ
て
承
諾
を
拒
否
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
大
臣
の
責
任
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
議
会
は
大
臣
の
意
思
に
反
し
て
行
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
の
政
治
状
況
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
頻
繁

に
は
起
こ
ら
な
い
。
第
三
に
、
国
王
は
、
自
身
に
期
待
さ
れ
る
荘
厳
さ
を

維
持
で
き
る
程
度
の
年
々
の
交
付
金
と
引
き
換
え
に
、
即
位
直
後
に
、
自

身
が
直
轄
す
る
広
大
な
領
地
の
わ
ず
か
な
私
的
部
分
を
除
く
す
べ
て
の
管

理
権
と
利
益
を
議
会
に
移
譲
す
る
。
こ
う
し
て
国
王
は
、
権
限
委
譲
に
よ

っ
て
の
み
支
配
し
、
自
身
の
不
動
産
の
う
ち
、
私
的
な
権
限
で
所
有
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
管
理
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
議
会

は
、
効
果
的
な
支
配
者
を
創
出
し
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
支
配
者

を
制
御
す
る
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
立
法
に
よ
り
大
臣
に
対
し
て
数
多

く
の
権
限
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
国
務
長
官
（the 

Secretary of State

）」（
こ
の
よ
う
な
概
念
が
い
く
つ
も
あ
る
た
め
特
定

し
が
た
い
）
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
王
位
の
機
能
は
、
よ
り
い
っ

そ
う
迂
遠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
登
場
は
、
最
高
度
に
進
化
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
り
、

自
然
生
物
学
の
道
筋
を
反
映
し
て
い
る
。
停
滞
期
も
あ
れ
ば
、
新
た
な
成

長
期
も
あ
り
、
機
が
熟
し
た
と
き
に
古
い
組
織
を
新
し
い
目
的
に
適
応
さ

せ
、
発
展
の
主
流
か
ら
外
れ
た
特
長
は
徐
々
に
退
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
過
程
の
ま
っ
す
ぐ
な
糸
、
す
な
わ
ち
伝
統
は
王
位
で
あ
り
、
新

鮮
な
進
化
的
発
芽
が
生
ま
れ
る
歴
史
を
貫
い
て
生
産
的
な
機
能
を
果
た

す
。
時
と
し
て
若
葉
が
非
常
に
旺
盛
に
育
ち
、
そ
の
根
元
を
見
え
な
く
し

ま
う
ほ
ど
で
あ
る
が
、
議
会
政
治
に
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
糸
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
秋
が
到
来
し
て
、
そ
の
時
期

に
優
勢
な
形
の
も
の
に
遭
遇
す
れ
ば
、
活
動
の
新
た
な
爆
発
を
誘
発
す
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
君
主
制
の
機
能
の
一
部
あ

る
い
は
ほ
と
ん
ど
が
、
一
時
的
に
形
式
的
で
空
虚
に
見
え
る
と
し
て
も
、

君
主
制
お
よ
び
そ
の
機
能
の
す
べ
て
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
休
眠
中
か
も
し
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れ
な
い
が
、
後
の
適
応
性
の
あ
る
成
長
の
た
め
の
萌
芽
や
蕾
を
孕
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　

圧
力
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
議
会
制
度
が
崩
壊
す
る
可
能
性
を
想

像
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
議
会
制
度
の
崩
壊
が
起
こ

り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
、
現
在
の
外
見
上
の
統
一
を
破
壊
す
る

地
方
分
権
主
義
の
増
大
か
、
政
党
制
度
の
硬
直
性
か
、
完
全
な
行
詰
り
を

生
む
社
会
紛
争
か
、
あ
る
い
は
常
に
大
き
く
財
政
に
依
存
す
る
議
会
の
制

御
が
瓦
解
す
る
よ
う
な
状
況
に
ま
で
至
る
経
済
的
混
乱
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
別
の
ケ
ー
ス
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
王
（the C

row
n

）
が
個
人
的
な
支
配
権
を
再
び
掌

握
し
、
休
止
中
の
慣
例
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
に
違
い
な

い
。
そ
し
て
、
衰
退
し
た
将
軍
職
を
廃
止
し
た
日
本
の
明
治
天
皇
の
よ
う

に
、
新
時
代
の
統
治
を
創
始
す
る
必
要
が
あ
る
。
新
し
い
統
治
は
も
ち
ろ

ん
、
や
が
て
洗
練
さ
れ
た
統
治
形
態
と
慣
習
を
創
出
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。（
興
味
深
い
こ
と
に
、
私
は
、
数
年
前
、
夢
の
中
で
こ
の
こ
と
が
起

こ
る
の
を
体
験
し
た
。
次
々
と
話
が
展
開
す
る
中
、
ロ
ン
ド
ン
で
、
女
王

が
社
会
の
中
の
安
定
要
素
の
代
表
者
と
し
て
急
遽
集
め
ら
れ
た
非
政
治
的

な
人
々
の
集
ま
り
に
対
し
て
、
個
人
的
支
配
の
再
開
を
宣
言
す
る
と
い
う

大
混
乱
が
起
こ
り
、
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
新
た
な
組
織

が
で
き
始
め
る
と
い
う
内
紛
状
態
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
う

し
た
こ
と
が
現
実
に
な
ら
な
い
こ
と
を
願
う
が
、
そ
の
危
険
性
と
起
こ
り

う
る
結
果
は
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
た
）。
と
に
か
く
、
王
位
は
、
個

人
的
・
集
団
的
な
軍
事
政
権
や
独
裁
政
権
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
防
御

装
置
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
軍
事
政
権
や
独
裁
政
権

は
、
現
代
に
お
け
る
世
界
の
他
の
地
域
の
不
幸
な
特
徴
で
あ
る
。

　

上
記
の
段
落
は
つ
ま
ら
な
い
幻
想
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な
い
と
、
読
者

は
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
私
も
そ
う
思

い
た
い
。
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
一
部
公
表
さ
れ
た
、
核
の
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
の
影
響
に
対
処
す
る
政
府
の
お
ぞ
ま
し
い
計
画
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
？　

特
定
の
人
々
が
、
法
の
支
配
と
は
無
関
係
に
、
ま
た
議
会

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
し
に
、
生
殺
与
奪
の
武
力
で
武
装
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
崩
壊
は
予
測
済
み
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ワ

イ
ト
ホ
ー
ル
の
ど
こ
か
に
は
あ
る
計
画
が
現
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
少
数

の
者
で
も
生
き
延
び
て
そ
の
計
画
が
実
施
さ
れ
な
い
よ
う
心
を
砕
く
と
い

う
事
実
は
ど
こ
に
も
な
い
。
不
可
避
の
状
況
は
、
も
し
議
会
が
機
能
を
失

い
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
少
数
の
生
存
者
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か

の
権
威
が
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
革

命
が
完
了
し
て
我
々
は
新
石
器
時
代
前
の
起
源
か
ら
や
り
直
す
の
で
な
い

と
し
た
ら
、
国
王
の
権
威
の
み
が
そ
れ
に
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。

　

政
体
に
お
け
る
王
位
の
位
置
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
冗
長
す

ぎ
て
飽
き
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
位

は
心
理
学
者
の
ユ
ン
グ
が
「
原
型
（archetype

）」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
型
は
、
潜
在
意
識
（the subconscious

）

の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
象
徴
的
な
表
象
（sym

bolic figure

）
で
あ
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る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
思
考
様
式
、
私
た
ち
の
見
解
、
私
た
ち
の
行
動

に
影
響
を
及
ぼ
す
。
ユ
ン
グ
自
身
は
、
個
人
に
影
響
を
与
え
る
原
型
を
取

り
扱
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ニ
マ
（anim

a

）（
男
性
内
の
女
性
的
な
も

の
）、
魔
女
、
老
賢
人
、
奇
跡
的
児
童
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
を

超
え
た
と
こ
ろ
に
は
集
合
的
無
意
識
（the collective unconscious

）

が
存
在
す
る
。
そ
の
表
象
は
共
同
体
の
思
想
と
行
為
の
背
後
に
横
た
わ
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
奇
妙
な
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
母
な

る
大
地
、
豊
穣
の
女
神
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
顕
著
な

の
は
、
支
配
者
の
表
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
石
器
時
代
の
段
階
ま
で
進

歩
し
た
人
類
の
す
べ
て
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
、
王
政
（kingship

）
の
パ
タ
ー
ン
の
生
起
が
、
い
た
る
と
こ
ろ

に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
い
わ
ゆ
る
共
和
政
（republics

）
に

も
見
ら
れ
、
イ
ン
ド
が
そ
の
適
例
で
あ
る
。
支
配
者
の
表
象
は
秩
序
を
象

徴
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無
秩
序
を
避
け
、
共
同
体
を
擬
人
化
す
る
。
そ

れ
は
、
人
々
を
神
に
結
び
つ
け
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
神
の
代
理
者
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
君
主
政
を
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
国

民
の
潜
在
意
識
（the national subconscious

）
の
上
に
深
い
傷
を
つ

け
、
崩
壊
へ
の
扉
を
開
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
型
が
具
現
化

し
て
指
針
と
な
る
よ
う
な
影
響
力
を
持
た
な
け
れ
ば
、
内
発
的
な
参
照
基

準
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
体
支
配
の
人
工
的
・
非
永
続
的
様
式

が
、
野
蛮
な
力
の
支
持
を
得
な
が
ら
、
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
人
々
の
支
持
を
失
い
欠
陥
が
顕
著
に
な
っ
て
、
次
第

に
硬
直
化
し
権
威
主
義
的
に
な
っ
て
い
く
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
原
型
的
支
配
者
（an archetypal ruler

）
は
孤

立
し
て
は
存
在
し
得
な
い
。
原
型
的
支
配
者
は
、
単
な
る
大
臣
や
公
僕
の

ほ
か
に
も
、
取
り
巻
き
の
人
々
の
支
え
が
必
要
で
あ
り
、
彼
ら
は
王
政
を

あ
る
程
度
反
映
す
る
人
々
で
あ
っ
て
、
象
徴
が
死
亡
す
る
か
役
割
を
果
た

せ
な
く
な
れ
ば
、
別
の
選
択
肢
の
た
め
の
貯
水
池
と
な
り
、
後
継
世
代
を

生
み
出
す
繁
殖
池
と
な
る
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
ら
か
の
形
の
貴

族
制
は
必
須
で
あ
る
。
廣
池
は
、「
貴
族
階
級
は
皇
室
の
藩
屏
で
あ
る
」

（『
論
文
』
第
一
四
章
第
九
項
第
九
節
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
、

特
権
、
特
に
生
得
の
特
権
に
関
す
る
す
べ
て
の
観
念
に
憤
慨
す
る
現
代
の

考
え
方
に
と
っ
て
は
不
快
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
米
国
の
影
響
を
受
け

た
一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
は
、
貴
族
及
び
貴
族
の
制
度
は

認
め
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
我
々
は
平
等
主
義
的
な
時
代
に
生
き
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
貴
族
自
身
は
し
ば
し
ば
、
自
身
の
存
在
に
申
し
訳
な
さ

を
感
じ
て
お
り
、
世
襲
原
理
を
擁
護
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な

い
。
前
世
紀
の
憲
政
論
の
著
者
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
（B

agehot

）
は
、
貴
族

階
級
は
概
し
て
、
知
的
レ
ベ
ル
で
は
国
民
の
平
均
以
下
で
あ
る
と
考
え

た
。
し
か
し
彼
は
、
遺
伝
の
原
理
が
理
解
さ
れ
る
以
前
に
書
い
た
の
で
あ

り
、
彼
の
主
張
は
統
計
学
的
な
基
礎
を
欠
い
て
い
た
。

　

こ
こ
で
明
確
な
の
は
、
徳
は
裕
福
な
後
継
者
を
生
み
出
す
と
い
う
廣
池

の
原
理
と
は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
が
、
天
賦
の
才
は
全
体
と
し

て
、
家
族
を
通
じ
て
流
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
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単
に
育
ち
の
問
題
で
は
な
く
て
、
遺
伝
の
問
題
な
の
だ
。
例
は
無
数
に
あ

る
が
、
現
存
す
る
家
族
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
最
善

の
天
賦
の
才
に
恵
ま
れ
た
人
々
は
、
ト
ッ
プ
に
上
り
詰
め
、
生
ま
れ
な
が

ら
の
貴
族
と
な
り
や
す
い
。
だ
か
ら
人
は
、
世
襲
の
貴
族
階
級
に
お
い
て

は
、
共
同
体
全
体
の
他
と
比
較
し
て
、
生
物
学
的
能
力
が
平
均
的
に
高
い

と
考
え
た
が
る
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
も
多
い
。
優
秀
な
父
親
が
三
流
の
息

子
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。
劣
性
の
遺
伝
的
特
徴
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
私
が
知
っ
て
い
る
例
で
は
、
あ
る
兄
と
妹
が
別
の
妹
と
兄
と
結
婚

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
婦
に
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
は

高
度
の
商
才
と
難
聴
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
。
そ
の
障
害
は
そ
れ
ほ
ど
深

刻
で
は
な
く
、
次
の
世
代
に
は
表
出
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
二
組
の

き
ょ
う
だ
い
の
組
み
合
わ
せ
は
、
優
勢
な
要
素
が
強
化
さ
れ
て
補
完
さ
れ

る
よ
り
、
隠
れ
た
劣
性
遺
伝
を
表
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
別
の
事
例
で

は
、
障
害
は
も
っ
と
深
刻
で
あ
っ
た
。
英
国
の
王
室
の
系
列
を
さ
か
の
ぼ

る
と
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
（G

eorge III

）
の
狂
気
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と

し
て
現
出
し
た
ポ
ル
フ
ィ
リ
ン
症
（porphyriasis

）
と
い
う
王
室
病
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
精
神
的
な
も
の
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
脳
の
機
能
に

影
響
を
与
え
る
身
体
的
組
成
の
遺
伝
的
不
均
衡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

行
き
過
ぎ
た
近
親
結
婚
は
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
表
し
や
す
い
。
し
た
が

っ
て
生
殖
関
係
を
か
な
り
広
範
囲
に
保
つ
注
意
が
必
要
に
な
る
。
し
か

し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
全
般
的
に
は
、
遺
伝
的
優
秀
性
を
好
む
生
物
学

的
偏
見
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、

貴
族
院
に
幾
分
か
世
襲
的
構
成
要
素
を
保
持
す
る
理
由
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
付
随
す
る
利
点
が
あ
る
。
議
員
の
一
部
が
世
襲
議
員
で
あ
る
第

二
院
は
、
職
業
的
政
治
家
が
優
勢
に
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
保
証
と

な
る
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
境
遇
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
議
員
の
身
分
を

獲
得
す
る
機
会
が
な
い
よ
う
な
若
手
議
員
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
彼
ら
の
見
解
は
、
経
験
の
皮
肉
に
よ
っ
て
曇
り
の
な
い
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
世
襲
議
員
は
、
政

党
の
画
一
的
な
拘
束
を
避
け
る
の
に
役
立
ち
、
一
般
市
民
の
常
識
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
近
い
も
の
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
無
意
識
の
バ
イ

ア
ス
に
よ
っ
て
独
占
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
声
高
な
政
治
家
を
排
除
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
に
相
違
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
、
廣
池
の
思
想
の
大
意
と
一
致
す
る
と
私
は

思
う
。
そ
れ
は
、
少
し
ば
か
り
私
の
性
分
に
合
わ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え

ば
、
私
は
一
般
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
抱
く
世
襲
階
級
に
つ
い
て
の
留
保
を
い

く
ぶ
ん
か
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
柄
を
客
観

的
に
見
れ
ば
、
理
性
は
世
襲
原
理
に
好
意
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

世
襲
原
理
は
、
救
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
堕
落
し
た
も
の
を
除
去
す
る
プ
ロ

セ
ス
を
含
む
、
慎
重
な
防
御
装
置
の
支
配
下
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
階
級
は
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
徳
と
能
力
の
確
か
な
新
し

い
メ
ン
バ
ー
が
入
る
余
地
が
常
に
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
大
衆
か
ら
優
秀
な
能
力
を
拾
い
上
げ
る
自
然
の
習
慣
（nature’s 

habit

）
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



85 王位・聖人・最高道徳（下）
　

我
々
は
こ
こ
で
、
政
体
に
お
け
る
本
質
的
な
民
主
的
要
素
に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。
こ
こ
で
ま
た
私
は
、
敬
意
を
抱
き
つ
つ
廣
池
の
教
え
か
ら
少
し

外
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
廣
池
は
、
民
主
制
（dem

ocracy

）
を
侮
蔑

的
に
民
主
主
義
（dem

ocratism

）
と
呼
ん
だ
。
彼
は
「
イ
ズ
ム
」
が
す

べ
て
嫌
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主
制
は
、
非
常
に
深

く
我
々
の
シ
ス
テ
ム
に
浸
透
し
て
い
て
軽
々
に
払
拭
で
き
な
い
原
理
で
あ

り
、
私
は
、
真
の
民
主
制
を
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

「
共
和
政
体
（polity

）」
と
呼
ん
だ
も
の
を
堅
く
信
じ
て
い
る
、
と
い
う

の
が
私
の
立
場
で
あ
る
。

　

話
を
先
に
進
め
る
前
に
、
我
々
は
、
民
主
制
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
が
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
政
治
理
論
の
第
一
人

者
で
あ
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
民
主
制
は
、
軽
蔑
的
な
意

味
を
有
し
て
い
た
。『
政
治
学
』
の
第
三
巻
、
第
七
章
に
お
い
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、
政
体
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。（
一
）
王
政

（kingship

）、
つ
ま
り
共
通
善
を
目
指
す
一
人
統
治
、（
二
）
貴
族
制

（aristocracy

）、
つ
ま
り
共
通
善
の
た
め
の
少
数
統
治
、（
三
）
共
和
政

体
（polity

）、
共
同
体
の
善
の
た
め
の
多
数
市
民
に
よ
る
統
治
〔
の
三
種

で
あ
る
〕。
彼
に
よ
れ
ば
、
王
政
は
専
制
（
支
配
者
だ
け
の
利
益
の
た
め

の
統
治
）
に
堕
落
す
る
傾
向
が
あ
り
、
貴
族
制
は
寡
頭
政
治
（
資
産
家
の

便
益
の
た
め
の
統
治
）
に
、
そ
し
て
共
和
政
体
は
民
主
制
に
変
わ
る
傾
向

が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
を
、
非
資
産
家
の
便
益
の
た
め
の
統

治
と
定
義
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
民
主
制
に
つ
い
て
語
る
と

き
は
た
い
て
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
共
和
政
体
と
呼
ん
だ
も
の
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
を
信
じ
て
い
る
が
た
め
に
、
お
そ
ら
く
、
部
分
的
利
益

の
た
め
の
支
配
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
を
採
用
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
私
が
思
う
に
、
そ
れ
が
廣
池
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
廣
池
が
毛
嫌
い
す
る
の
は
、
部
分
的
利

益
を
具
現
化
す
る
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
と
思
う
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
ま
た
孔
子
に
と
っ
て
も
、
理
想
的
統
治

と
は
、
完
璧
な
徳
を
備
え
た
王
の
下
で
の
王
政
で
あ
っ
た
。
今
日
、
そ
の

理
想
は
保
持
さ
れ
て
は
い
な
い
、
少
な
く
と
も
こ
の
英
国
で
は
。
そ
し
て

そ
の
理
由
は
、
支
配
の
性
質
に
つ
い
て
の
理
解
が
変
化
し
た
こ
と
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
権
力
と
は
、
今
日
で
は
、
空
間
的
天
国
（a spatial 

H
eaven

）
の
半
物
質
的
統
治
者
（a sem

i-m
aterial ruler

）
と
し
て
の

時
代
遅
れ
の
神
観
を
反
映
し
て
上
方
か
ら
下
方
へ
押
し
付
け
ら
れ
る
も
の

と
い
う
よ
り
は
、
共
同
体
の
共
通
意
識
か
ら
出
発
し
て
上
方
に
向
か
う
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
い
神
観
に
替
わ
っ
て
、
成
長
と
漸
進
的
発
展

と
い
う
進
化
的
原
理
に
も
と
づ
い
て
働
き
、
内
側
か
ら
外
側
へ
、
あ
る
い

は
下
方
か
ら
上
方
へ
向
け
て
、
精
神
的
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
の
神
理

解
が
登
場
し
た
。
し
た
が
っ
て
共
和
政
体
と
い
う
理
念
は
、
い
ま
や
、
最

高
道
徳
的
規
則
が
要
求
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
再
度
強
調
す
べ
き
こ
と

は
、
目
的
は
一
般
的
善
で
あ
っ
て
、
他
者
を
犠
牲
に
し
て
成
り
立
つ
一
部
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分
の
善
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
民
主
主
義
の
逸
脱
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
今
日
の
用
語
に
立
ち
返
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
い
う
共
和
政
体
を
「
民
主
制
」
と
呼
び
、
彼
の
い
う
民
主
制
を
「
扇

動
主
義
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
英
国
の
政
体
は
、
基
本
的
に
民
主
的
で

あ
る
べ
き
だ
が
、
扇
動
主
義
に
陥
ら
な
い
た
め
の
防
御
策
と
し
て
、
国
民

の
精
神
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の
君
主
制
に
対
す
る
伝
統
系
列
的
尊
重

（ortholineal respect

）
に
よ
っ
て
、
ま
た
特
別
な
叡
智
と
経
験
を
有
す

る
少
数
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
貴
族
主
義
的
要
素
に
よ
っ
て
統
制
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
位
、
上
院
、
下
院
の
三
部
制
は
適

切
で
あ
り
、
王
位
は
神
的
超
越
（D

ivine transcendence

）
を
反
映
し
、

下
院
が
聖
霊
（the Spirit

）
に
内
在
す
る
作
用
を
代
表
し
、
そ
し
て
中
立

的
な
性
質
の
上
院
が
緩
衝
地
帯
と
し
て
、
統
合
と
叡
智
、
そ
し
て
情
報
に

基
づ
く
批
判
の
作
用
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

我
々
は
再
び
、
陰
陽
に
出
会
う
。
下
院
が
支
配
的
で
革
新
的
な
原
理
を
象

徴
し
、
王
位
が
連
続
性
と
い
う
女
性
原
理
を
象
徴
す
る
。
そ
の
結
果
、
進

歩
の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
活

性
化
さ
れ
る
調
和
が
生
み
出
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
理
想
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
残
念
な
結

果
に
終
わ
る
場
合
が
多
い
。
基
本
的
な
困
難
は
、
国
の
単
位
が
非
常
に
大

き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
さ
な
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
で
は
、
少
な

く
と
も
理
論
的
に
は
、
す
べ
て
の
市
民
が
立
法
議
会
に
出
席
し
票
決
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
れ
も
が
自
分
の
見
解
を
持
ち
、
自
分
の
判
断

を
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
何
百
万
人
も
の

市
民
が
い
る
国
で
は
無
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
下
院
は
、
代
議
士
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
代
議
士
は
自
分
が
代
表
す
る
少
数
の

人
々
以
外
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
選
挙
民
が
あ
る
程
度
の
選
択
を

す
る
た
め
に
は
、
候
補
者
は
、
自
分
が
掲
げ
る
主
義
主
張
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
政
党
が
結
成
さ
れ
る
。
政
党
は
、
自

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
た
め
に
相
互
に
対
立
す
る
見
解
を

採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
党
員
は
、
し
た
が
っ
て
、
彼
の
選
挙
区
の

代
表
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
の
政
党
の
代
表
と
み
な
さ
れ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
彼
は
、
あ
る
セ
ク
タ
ー
の
利
益
の
ツ
ー
ル
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
定
義
上
は
、
民
主
的
で
は
な
く
て
、
扇
動
的
な
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
偏
向
傾
向
が
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の

危
機
が
、
政
党
と
は
関
わ
り
の
な
い
共
通
目
的
に
沿
っ
て
、
代
議
士
を
押

し
流
す
よ
う
な
大
き
な
感
情
の
波
を
作
り
出
す
と
き
に
だ
け
、
国
民
の
共

通
意
識
が
表
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
時
に
は
常
識
が
、
ほ
ど
ほ
ど
の
レ

ベ
ル
の
合
意
を
生
み
出
す
こ
と
は
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
、
得
票
数
や
党

議
拘
束
が
不
当
に
重
視
さ
れ
て
、
実
際
の
政
治
が
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま

う
。

　

お
そ
ら
く
、
最
大
の
障
害
は
、
多
数
者
の
見
解
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
〔
多
数
決
〕
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
面
的
に
は
魅

力
的
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
妥
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当
な
経
験
則
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
多
数
決
原

理
は
、
も
の
ご
と
は
共
通
善
を
目
指
し
て
統
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
少

数
者
に
加
え
る
不
正
義
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
基
本
原
則
を
無
視
す

る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
学
に
お
い
て
は
、
多
数
者
の
見
解
と
い

う
の
は
人
工
的
な
概
念
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
多
数
意
見
と
い
っ
て
も
、
熱

心
に
行
動
す
る
少
数
者
だ
け
で
な
く
、
投
票
に
参
加
し
な
い
第
三
者
の

人
々
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
は
代
表
さ
れ
る
べ

き
人
々
の
少
数
の
意
見
で
あ
る
。
人
々
が
投
票
に
行
か
な
い
の
は
、
ど
の

政
党
に
も
同
意
し
な
い
と
か
、
ど
の
選
択
肢
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
一
部
は
好

ま
し
く
て
も
他
は
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
何
か
ほ

か
の
理
由
で
自
分
の
投
票
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ

る
。
比
例
代
表
制
は
現
実
的
な
回
答
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
有
力
な
政

党
が
党
員
数
を
増
や
す
だ
け
で
、
何
ら
政
党
制
度
そ
の
も
の
を
改
革
す
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

今
日
、
政
党
制
度
の
脅
威
は
高
ま
っ
て
い
る
。
左
派
に
つ
い
て
い
え

ば
、
党
の
議
員
に
対
し
て
政
党
の
意
思
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
圧
力
が

増
し
て
い
る
。
党
員
は
、
党
派
的
な
部
門
の
み
で
は
な
く
、
有
権
者
全
体

を
代
表
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右

派
に
つ
い
て
は
、
そ
の
圧
力
は
微
小
で
は
あ
る
が
影
響
が
少
な
い
と
は
い

え
な
い
。
横
柄
な
保
守
党
議
員
が
お
り
、
労
働
党
左
派
の
不
寛
容
と
同
様

に
不
快
な
も
の
で
あ
る
。
民
意
を
十
分
に
代
表
し
な
い
政
党
派
閥
間
の
不

幸
な
対
立
を
救
う
た
め
の
唯
一
の
道
は
、
道
徳
的
規
則
を
広
く
受
け
容
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
規
則
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
中
道
の
適

切
な
妥
協
点
を
具
現
す
る
解
決
策
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
不
完
全
な

現
状
に
お
い
て
は
、
過
激
派
を
抑
え
、
破
壊
的
で
は
な
く
自
然
な
進
行
に

従
っ
て
、
必
要
な
変
化
と
成
長
が
生
起
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
、
す

べ
て
の
政
党
の
善
意
の
人
々
の
責
務
で
あ
る
。

　

扇
動
主
義
の
脅
威
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
の
第
四
巻
第

四
章
の
な
か
で
適
切
に
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
は
シ
ン
ク
レ
ア
（T

. B
. 

Sinclair

）
の
翻
訳
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

国
家
が
法
律
に
従
っ
て
民
主
的
に
﹇
著
者
注
：
こ
の
語
法
は
、
既
に
列
挙

し
た
彼
の
一
般
分
類
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
﹈
統
治
さ
れ
る
と
き
に

は
、
扇
動
家
は
存
在
し
な
い
。
最
善
の
市
民
が
し
っ
か
り
権
力
を
握

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
が
主
権
を
有
し
な
い
場
合
﹇
つ
ま
り

「
法
律
が
政
権
を
取
っ
た
政
党
の
気
ま
ぐ
れ
に
し
た
が
っ
て
変
わ
り
う
る
状
況
」

を
指
す
﹈
に
は
、
扇
動
家
が
現
れ
る
。
人
々
は
、
多
数
人
か
ら
構
成

さ
れ
る
一
人
の
支
配
者
を
支
持
す
る
君
主
制
主
義
者
と
な
る
。（
中

略
）
い
ま
議
論
し
て
い
る
君
主
制
下
の
民
衆
は
、
法
律
に
支
配
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
権
力
を
求
め
て
専
制
君
主
の
よ
う
に
な

り
、
自
己
に
へ
つ
ら
う
人
々
に
昇
進
と
名
誉
を
与
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
民
主
制
は
君
主
制
の
中
の
圧
制
に
極
め
て
近
い
も

の
で
あ
り
、
そ
の
一
般
的
性
格
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
両
者
は
共
に

上
層
階
層
の
市
民
を
牛
耳
り
、
一
人
の
決
断
が
、
そ
れ
以
外
の
人
々
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へ
の
命
令
と
な
り
、
暴
君
へ
の
お
べ
っ
か
使
い
が
人
々
を
扇
動
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
域
内
で
影
響
し
合
い
、
暴
君
へ
の
お
べ
っ
か
が
、
こ
の

よ
う
な
タ
イ
プ
の
民
衆
団
へ
の
扇
動
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
主
と
し
て
彼
ら
は
す
べ
て
の
問
題

を
民
衆
会
議
（the popular assem

bly

）
に
上
程
す
る
か
ら
で
あ

り
、
民
衆
会
議
の
制
令
は
成
文
法
に
優
先
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
彼
ら
の
個
人
的
権
力
を
非
常
に
増
大
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
民

衆
が
す
べ
て
を
支
配
し
て
お
り
、
大
多
数
が
彼
ら
の
指
導
に
従
う
の

で
、
彼
ら
は
民
衆
の
意
見
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

現
代
の
状
況
と
厳
密
に
は
一
致
し
な
い
が
、
お
お
む
ね
概
略
は
妥
当
で

あ
る
。
民
衆
議
会
に
お
け
る
絶
対
的
権
力
は
、
絶
対
的
専
制
政
治
に
等
し

く
、
奴
隷
制
に
行
き
着
く
。

　

英
国
に
お
い
て
は
、
以
下
の
事
実
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
専
制
政
治
に

対
す
る
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
司
法
（judicial
）、
行
政

（executive

）、
管
理
運
営
（adm

inistrative

）
に
携
わ
る
役
人
の
大
組

織
は
、
軍
隊
の
構
成
員
す
べ
て
と
同
様
、
立
法
府
に
対
し
て
で
は
な
く
、

王
位
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
政
党
の
指

導
者
は
、
在
任
中
に
は
、
王
位
の
公
僕
と
い
う
一
時
的
な
立
場
を
受
け
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
政
党
に
対
し
て
負
う
以
上
の
忠
誠
を
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
司
法
役
人
は
、
立
法
府
に
対
す
る
回
答
責
任
を
負

っ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
機
能
は
、
外
か
ら
の
影
響
な
し
に
法
律
を
執
行
す

る
こ
と
で
あ
る
。
行
政
お
よ
び
管
理
運
営
に
関
わ
る
役
人
は
、
大
臣
に
な

っ
た
政
党
の
指
導
者
の
命
令
を
実
施
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
法
律

と
彼
ら
の
王
位
に
対
す
る
忠
誠
心
の
範
囲
内
で
の
み
実
施
さ
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
ま
た
彼
ら
は
、
共
和
国
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
針
路

に
対
し
て
は
反
対
の
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
な
る
大
臣
組
織

で
あ
れ
、
在
任
期
間
は
同
行
公
僕
（fellow

-servants

）
で
あ
っ
て
、
大

臣
に
権
限
を
与
え
た
政
党
に
対
し
て
は
何
の
責
務
も
負
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
原
理
は
、
以
前
は
十
分
に
承
認
さ
れ
て
い
た
。
つ
い
最
近
ま
で
、

大
臣
ら
は
国
王
の
公
僕
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
。
非
常
に
遺

憾
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
最
近
は
、
こ
れ
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
大

臣
ら
が
王
位
そ
の
も
の
と
の
同
一
性
を
主
張
す
る
傾
向
が
あ
る
。
大
法
官

（the Lord C
hancellor

）
で
あ
る
セ
ン
ト
・
メ
リ
ー
ボ
ー
ン
（St 

M
arylebone

）
の
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
（Lord H

ailsham

）
が
、
最
近
こ

の
様
な
意
見
を
表
明
し
た
が
、
こ
の
論
争
に
は
、
私
自
身
も
関
わ
っ
た
。

一
九
七
九
年
十
二
月
十
七
日
の
「
タ
イ
ム
ズ
紙
」
に
宛
て
た
書
簡
の
中

で
、
彼
は
二
度
、「
女
王
（
つ
ま
り
政
府
）（the Q

ueen

（i.e. the 
G

overnm
ent

））」
と
書
い
た
。
直
ち
に
そ
の
異
端
性
が
、
ウ
ォ
ー
リ
ー

卿
（Sir John W

alley

）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
彼
は
、
一
九
七
九
年

十
二
月
二
十
日
の
「
タ
イ
ム
ズ
紙
」
に
掲
載
さ
れ
た
手
紙
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
書
い
た
。

わ
が
国
の
政
体
の
下
で
は
、
女
王
は
政
府
（governm

ents

）
を
任
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命
す
る
が
、
女
王
を
政
府
や
政
府
の
行
動
と
同
一
視
す
べ
き
で
は
な

い
。
女
王
は
、
女
王
の
民
す
べ
て
が
構
成
す
る
よ
き
政
府
に
具
現
さ

れ
る
国
民
的
利
益
の
象
徴
で
あ
る
。
政
府
が
政
党
の
具
現
化
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
増
大
し
て
い
る
時
代
に
、
女
王
が
こ
の
象

徴
以
下
の
も
の
で
あ
る
と
示
唆
す
る
こ
と
は
、
女
王
と
女
王
の
政
体

上
の
機
能
の
両
方
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
政
体
運
用
上
の
変
更
は
単
な
る
技
術
的
改
善
と
し
て
成
し
遂

げ
ら
れ
る
と
い
う
見
方
は
、
大
法
官
の
法
的
批
判
者
に
と
っ
て
も
驚

く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
彼
〔
ウ
ォ
ー
リ
ー
卿
〕
は
、
忍
び
寄
る
政
体
上
の
変
更
に
関
す
る

二
つ
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

閣
僚
会
議
、
つ
ま
り
国
王
の
公
僕
の
会
議
を
招
集
す
る
召
集
状
の
古

い
形
式
を
放
棄
す
る
決
定
を
し
た
の
は
誰
か
、
そ
し
て
い
つ
だ
っ
た

の
か
。
国
王
の
大
臣
は
国
民
の
利
益
の
公
僕
と
し
て
統
治
す
る
こ
と

を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
年
来
の
主
張
（constant 

rem
inder

）
を
快
く
受
け
容
れ
た
の
は
、
確
か
最
初
の
労
働
党
政
権

で
あ
っ
た
。

　

大
法
官
の
過
ち
は
、
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
書
き
間
違
い
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
七
九
年
七
月
十
六
日
に
、
彼

が
私
に
「
貴
兄
に
関
し
て
は
、
私
が
女
王
な
の
だ
」
と
語
っ
た
言
葉
に
よ

っ
て
確
認
で
き
る
。
私
は
、
当
時
、
国
王
に
仕
え
る
司
法
役
人
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
加
え
て
行
政
的
性
質
を
有
す
る
責
務
も
負
っ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
は
、
国
王
の
公
僕
の
一
人
が
別
の
公
僕
に
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
断
言
の
背
後
に
あ
る
思
考
の
混
乱
は
、
お
そ
ら
く
法
的
擬
古
主

義
（a legal archaism

）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
世
に
は
、
国

王
の
裁
判
官
は
、
法
廷
巡
回
裁
判
（loyal eyres

）
を
行
い
、
す
べ
て
の

未
決
の
司
法
業
務
の
処
理
に
関
す
る
地
方
行
政
へ
の
尋
問
を
行
な
っ
た

が
、
そ
の
判
決
は
、
事
実
上
、
折
々
の
王
位
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
法
廷
巡
回
裁
判
が
中
止
に
な
る
と
、
裁
判
官
が
、
司
法
作
業
に
専
念

す
る
巡
回
裁
判
（assizes

）
と
呼
ば
れ
る
巡
業
に
出
た
が
、
そ
れ
も
不

十
分
な
が
ら
、
王
位
を
体
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
一
人
の
非
常
に

経
験
豊
か
な
裁
判
官
に
つ
い
て
の
良
く
知
ら
れ
た
法
的
逸
話
が
あ
る
。
彼

は
、
自
分
よ
り
下
位
の
裁
判
官
が
巡
回
裁
判
の
晩
餐
会
で
国
王
の
た
め
の

乾
杯
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
と
き
、
こ
う
い
っ
た
。「
座
り
な
さ
い
、

こ
の
ば
か
者
。
我
々
が
女
王
な
の
だ
」。
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
が
私
に
先
ほ

ど
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
た
と
き
、
彼
の
気
持
ち
の
背
後
に
も
、
こ
の

よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年

に
な
っ
て
巡
回
裁
判
が
廃
止
さ
れ
、
地
方
の
裁
判
は
慣
習
的
な
取
り
決
め

の
も
と
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
論
点
は
な

ん
ら
妥
当
性
を
持
た
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
廃
れ
た
思
考
習
慣
を
現
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在
の
状
況
に
適
用
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
証
明
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
も
っ
と
深
刻
で
あ
る
。
大
法
官

は
、
裁
判
官
と
し
て
の
自
身
の
地
位
を
王
位
に
仕
え
る
大
臣
と
し
て
の
地

位
と
混
同
し
、
王
位
の
み
に
属
す
忠
誠
心
を
自
分
自
身
に
対
し
て
要
求
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
（
召
喚
状
に
お
け
る
国
王
の
命
令
の
よ
う
な
）
点

に
お
い
て
、
国
民
の
意
識
に
あ
る
王
位
の
地
位
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
公
務
に
一
種
の
擬
似
封

建
制
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
下
級
職
員
は
上
級
職
員
に
対
し
て
の
み
責

任
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
危
険
は
、
十
一
世
紀

頃
ま
で
は
、
土
地
所
有
貴
族
へ
の
忠
誠
と
い
う
応
用
形
を
取
っ
て
い
た

が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
（W

illiam
 the C

onqueror

）
は
そ
の
危
険
を

認
識
し
て
い
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
は
、
自
由
地
主
は
す
べ
て
、
単
に

上
級
領
主
に
忠
誠
を
尽
く
す
の
み
で
は
な
く
、
王
自
身
に
個
人
的
な
忠
誠

を
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
危
険
を
回
避
し

た
。
こ
の
原
理
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
代
価
を
払
っ
て

も
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

政
体
の
弱
体
化
を
図
ろ
う
と
す
る
同
様
の
危
険
が
も
う
一
つ
あ
り
、
そ

れ
は
今
日
、
時
折
、
提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
危
険
と
は
、

王
位
に
仕
え
る
大
臣
は
、
政
党
出
身
の
臨
時
職
員
の
助
言
を
受
け
、
そ
の

臨
時
職
員
が
非
政
治
的
な
公
務
を
補
完
し
、
部
分
的
に
は
そ
の
公
務
を
代

替
す
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
公
務
員

は
、
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
、
王
位
に
帰
す
べ
き
責
務
よ
り
も
政
党
に
対
す

る
責
務
を
優
先
す
る
で
あ
ろ
う
。
政
党
の
束
縛
は
い
っ
そ
う
強
固
と
な

り
、
公
平
で
比
較
的
に
客
観
的
な
専
門
職
機
関
の
影
響
力
が
侵
食
さ
れ
、

専
門
職
が
提
供
す
る
、
扇
動
主
義
に
対
す
る
緩
や
か
な
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は

存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

政
体
は
、
特
定
の
政
党
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
政
党
制
度
全
体
か
ら
危

険
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
主
要
政
党
は
ど
ち
ら
も
、
職
務
に
伴
う
傲
慢
さ

や
、
さ
ら
に
陰
険
な
理
由
か
ら
、
地
域
社
会
を
犠
牲
に
し
て
で
も
自
己
自

身
の
権
限
を
高
め
よ
う
と
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

　

私
が
こ
の
よ
う
に
書
く
の
は
、
公
務
員
に
対
す
る
特
別
の
愛
着
か
ら
で

は
な
い
。
現
に
公
務
員
に
は
多
く
の
欠
陥
が
あ
り
、
官
僚
的
で
、
居
丈
高

で
、
想
像
力
が
乏
し
く
、
高
圧
的
で
あ
り
う
る
し
、
彼
ら
に
特
有
の
危
険

な
権
力
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
欠
陥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

公
務
員
は
国
民
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
安
全
装
置
で
あ
り
、
公
務
員
の

成
員
は
、
集
団
的
に
は
ミ
ス
ガ
イ
ド
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
個
人
と

し
て
は
た
い
て
い
愛
想
よ
く
、
善
意
で
、
勤
勉
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
公
務

員
が
直
面
す
る
主
な
難
点
は
、
健
全
な
独
創
力
が
委
員
会
の
数
の
多
さ
に

よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
数
が
少
な
け
れ
ば
、
委
員
会
は

も
っ
と
う
ま
く
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
時
代
に
は
、
大
法
官
部
局

（the Lord C
hancellor’s O

f�ce

）
が
恐
る
べ
き
成
長
を
遂
げ
、
そ
の
結

果
、
実
務
に
携
わ
る
役
人
の
士
気
は
日
増
し
に
低
下
し
、
彼
ら
に
対
す
る

私
の
責
任
感
も
徐
々
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
意
志
に
反
し
て
、
自

分
た
ち
の
特
殊
事
情
を
一
切
顧
慮
し
な
い
巨
大
な
機
械
装
置
へ
と
徐
々
に
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引
っ
張
ら
れ
て
い
っ
た
。
抗
議
は
慇
懃
に
受
け
止
め
ら
れ
た
が
、
い
か
な

る
結
果
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
巨
大
主
義
は
、
商
業
的
世
界
に
お
け
る

と
同
様
、
政
府
に
と
っ
て
も
大
き
な
危
険
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
理
論
的
に
は
素
晴
ら
し
い
政
体
を
持
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
圧
力
に
よ
っ
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
失

う
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
細
目
が
多
す
ぎ
る
と
、
原
則
が
曖
昧
に
な
り

や
す
い
。
右
派
と
左
派
の
ネ
ズ
ミ
が
、
伝
統
的
系
列
の
原
型
（the 

ortholineal archtype

）
と
、
陰
陽
間
の
制
御
さ
れ
た
必
要
な
緊
張
関
係

を
少
し
ず
つ
か
じ
り
と
っ
て
い
る
。
な
す
べ
き
こ
と
は
、
次
章
に
譲
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

　

と
は
い
え
、
ま
だ
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
混
乱
や
困
難

は
あ
る
が
、
健
全
な
も
の
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
廣
池
の
『
論
文
』

か
ら
の
次
の
一
節
か
ら
勇
気
を
も
ら
お
う
。
廣
池
は
、
西
洋
を
一
度
も
訪

れ
た
こ
と
が
な
く
、
想
像
で
き
る
か
ぎ
り
の
公
平
な
観
察
者
で
あ
る
。
第

一
四
章
第
九
項
第
一
一
節
に
お
い
て
、
彼
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

す
べ
て
の
国
に
お
い
て
、
日
本
と
同
様
、
一
旦
最
高
道
徳
の
権
威

が
認
識
さ
れ
、
そ
の
上
に
国
民
思
想
の
基
礎
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
そ
の
効
果
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
超
え
る
ほ
ど
顕
著
な
も
の
と

な
る
と
確
信
す
る
。
特
に
英
国
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
王
室
の
徳

は
威
厳
に
満
ち
堂
々
と
し
て
お
り
、
国
民
が
王
位
（the throne

）

に
最
深
の
尊
敬
を
払
っ
て
い
る
。
そ
の
国
民
性
の
…
…
道
徳
的
標
準

は
高
く
、
威
厳
に
満
ち
謹
厳
沈
着
で
あ
る
。
多
少
保
守
的
傾
向
が
あ

る
が
、
私
の
長
年
の
歴
史
的
・
科
学
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
人
類
発
達

の
原
理
に
十
分
一
致
す
る
徳
を
包
含
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
…
…

英
国
人
が
国
家
と
国
民
性
の
伝
統
を
よ
く
重
視
し
、
過
激
主
義
を
嫌

う
事
実
が
、
こ
の
国
が
欧
州
諸
国
の
中
で
特
に
安
定
性
を
保
つ
理
由

を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
我
々
日
本
人
が
特
に

英
国
人
の
国
民
性
に
感
銘
を
受
け
る
の
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
か
ら

今
日
ま
で
英
国
に
留
学
し
た
こ
と
の
あ
る
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
、
帰

国
後
に
温
和
、
健
全
、
ま
じ
め
、
正
直
な
性
格
を
現
し
、
す
べ
て
が

国
家
に
重
要
な
貢
献
を
な
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
欧
米
に
留
学
し

た
人
々
は
み
な
、
滞
在
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
民
性
の
影
響
を
受

け
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
に
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
我
が

国
の
知
識
人
は
、
特
に
留
学
生
に
善
良
な
道
徳
的
影
響
を
与
え
た
の

は
英
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
﹇
原
文
：
日
本
以
外
の
国
家
に
お
い
て
も
、
ま
た
ひ
と
た
び
最
高

道
徳
の
威
力
を
認
め
、
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
国
民
思
想
の
基
礎
を
造

る
に
至
ら
ば
、
そ
の
効
果
ま
た
予
想
外
に
大
な
る
も
の
あ
ら
ん
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
と
に
英
国
の
ご
と
き
は
そ
の
皇
室
の
御
稜
威
甚
だ

尊
く
し
て
、
そ
の
国
民
の
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
頗
る
深
く
、
且
つ

そ
の
国
民
性
は
…
…
道
徳
性
に
富
み
て
、
謹
厳
且
つ
荘
重
の
気
風
を

有
し
、
多
少
保
守
的
傾
向
を
免
れ
ざ
る
と
こ
ろ
あ
れ
ど
、
私
の
年
来

の
歴
史
的
及
び
科
学
的
研
究
に
徴
す
れ
ば
、
よ
く
人
類
発
達
の
原
理
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に
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
美
点
を
含
み
て
お
る
よ
う
に
考
え
ら

れ
ま
す
。
…
…
英
国
人
が
よ
く
そ
の
国
家
及
び
国
民
性
の
伝
統
を
尊

重
し
、
急
進
過
激
の
主
義
（radicalism

）
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と

が
、
す
な
わ
ち
そ
の
国
家
の
欧
州
中
に
お
い
て
今
日
特
に
安
全
な
理

由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
且
つ
私
ど
も
日
本
人
が
最
も
英
国
の

国
民
性
に
敬
服
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
よ
り
今

日
に
至
る
ま
で
、
日
本
人
の
英
国
に
留
学
せ
し
も
の
が
、
帰
朝
後
、

た
い
て
い
そ
の
品
性
に
お
い
て
温
和
・
質
実
・
篤
厚
且
つ
真
面
目
に

し
て
、
み
な
国
家
有
用
の
器
と
な
り
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
べ

て
欧
米
に
派
遣
さ
れ
た
る
留
学
生
の
人
格
は
、
み
な
そ
の
留
学
せ
る

国
民
性
の
感
化
を
受
け
て
帰
朝
す
る
の
で
、
い
ず
れ
の
国
に
留
学
し

た
人
で
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
優
劣
は
な
け
れ
ど
、
特
に
従
来
そ

の
道
徳
的
感
化
を
与
え
ら
れ
た
も
の
は
英
国
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本

の
識
者
か
ら
認
め
ら
れ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。〔
⑦
三
四
〇
│

一
頁
〕﹈

　

こ
の
賛
辞
は
、
五
十
年
以
上
前
に
書
か
れ
、
そ
れ
以
来
、
い
ろ
ん
な
こ

と
が
起
き
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
正
当
で
あ
る

こ
と
を
期
待
し
よ
う
。

　

詳
細
に
入
る
前
に
、
私
が
不
確
定
性
の
法
則
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
一

言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
者
は
も
の
ご
と
を
突
き
詰
め
す
ぎ

て
は
い
け
な
い
。
理
論
的
な
限
界
に
近
づ
く
ほ
ど
、
い
つ
も
例
外
が
生
起

す
る
。
こ
れ
は
、
事
実
の
本
性
に
由
来
す
る
。
事
実
の
本
性
は
、
マ
ヤ

（M
aya

）
の
現
世
で
は
常
に
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
も
そ
も
我
々
は
、
神
の
本
質
に
つ
い
て
何
も
最
終
的
な
こ
と
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
は
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
さ
え
も
、
神
の
無

限
定
性
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
非
存
在

（non-being

）
か
ら
神
を
排
除
す
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
存
在
す
る
と

思
う
こ
と
と
、
存
在
し
な
い
と
思
う
こ
と
と
は
、
カ
ー
テ
ン
の
別
の
側
面

に
す
ぎ
な
い
。
我
々
が
神
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
存
在
界
に

お
け
る
神
の
似
姿
（H

is appearances in B
eing

）、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ

ア
正
教
の
神
学
者
が
神
の
体
格
（H

is hypostases

）
と
呼
ぶ
も
の
を
通

し
て
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
理
解
し
う
る
唯
一
の
最
終
規
則

は
、
普
遍
的
な
愛
と
い
う
規
則
で
あ
る
が
、
そ
の
愛
が
具
体
的
に
顕
現
す

る
と
き
は
お
ぞ
ま
し
い
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
同
様
に
、
自
然
の
創
造

物
を
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
深
さ
は
ま
す
ま
す
深
く
捕
ら
え
ど
こ

ろ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
高
さ
は
ま
す
ま
す
高
く
高
遠
な
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
我
々
を
こ
の
世
の
境
界
の
か
な
た
に
ま
で
誘
う
よ
う

な
深
遠
な
夢
に
は
、
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
詳
細
な
も
の
が
少
な
く
な

い
。
我
が
国
の
ゴ
シ
ッ
ク
風
大
聖
堂
の
北
面
の
石
に
刻
ま
れ
た
小
悪
魔
を

見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
横
目
を
使
う
小
悪
魔
は
、
そ
の
典
型
で

あ
る
。
小
悪
魔
が
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、
最
深
の
確
実
性
の
中
に

最
小
の
疑
問
符
を
押
印
す
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
究
極
的
な
知
識
を

獲
得
す
れ
ば
、
創
造
の
過
程
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
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っ
て
、
不
変
的
な
適
用
性
と
終
局
的
な
権
威
を
有
す
る
よ
う
な
政
体
を
考

案
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
法
律
は
、
よ
り
厳
密
で
明
確
に
規
定
さ
れ

れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
よ
り
壊
れ
や
す
く
覆
し
や
す
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

す
べ
て
の
人
間
の
制
度
に
は
、
未
確
定
の
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
境
界
点
が
な

く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
、
新
規
の
思
い
が
け
な
い
事
柄
に
対
処
す
る
手

段
と
な
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
体
的
慣
習
の
組
織
（the B

ritish 

system
 of constitutional conventions

）
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
理
由

は
、
こ
こ
に
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
体
的
慣
習
は
、
適
応
可
能
な
漠
然
と

し
た
領
域
で
あ
り
、
日
常
的
な
使
用
に
は
十
分
な
基
準
で
あ
る
が
、
精
神

的
洞
察
や
常
識
と
矛
盾
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
覆
す
こ
と

も
、
迂
回
す
る
こ
と
も
、
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
基
準
を
設
定

す
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
で
も
、
成

文
憲
法
（a w

ritten constitution

）
の
落
と
し
穴
を
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
統
治
形
態
を
成
文
憲
法
の
論
理
的
な
結
論
に
押
し
は
め
る
こ

と
を
退
け
た
、
我
々
の
祖
先
の
集
合
的
叡
智
（the collective w

isdom

）

を
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
非
常
な
幸
運
に
恵
ま
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
〇
章　

何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
？

　

次
に
考
察
し
た
い
こ
と
は
、
最
高
道
徳
の
視
点
か
ら
調
整
す
る
必
要
の

あ
る
事
柄
と
、
逸
脱
や
堕
落
の
傾
向
を
断
固
と
し
て
阻
止
す
る
た
め
の
論

点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
政
体
（the constitution

）、

法
制
度
、
経
済
お
よ
び
社
会
生
活
と
い
っ
た
主
要
な
表
題
の
も
と
で
取
り

上
げ
て
み
よ
う
。

　

真
っ
先
に
必
要
な
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
王
位
（the C

row
n

）
の
イ

メ
ー
ジ
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
王
位
は
、
我
々
に
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
、
そ
れ
な
く
し
て
は
日
常
の
出
来
事
が

無
秩
序
と
混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
結
合
を
も
た
ら
す
原
型
（the 

archetype

）
で
あ
り
伝
統
（the straight line

）
で
あ
る
。
君
主
制
の

廃
止
を
語
る
扇
動
者
は
、
無
知
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
、
人

格
の
狭
量
さ
か
ら
盲
目
に
な
っ
て
い
る
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
議
員
の
中

に
は
女
王
と
王
室
に
批
判
的
な
態
度
を
と
り
、
機
会
が
あ
れ
ば
悪
意
を
ぶ

ち
ま
け
る
傾
向
が
あ
る
。
明
ら
か
に
国
民
は
、
王
室
が
尊
厳
性
と
、
あ
る

種
の
威
厳
を
も
っ
て
機
能
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
て
お
り
、
そ

の
た
め
の
方
策
が
不
当
な
留
保
な
く
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危

機
の
時
に
は
国
王
（the C

row
n

）
は
、
通
常
な
ら
妥
当
と
目
さ
れ
る
虚

飾
を
、
求
め
ら
れ
な
く
と
も
完
全
に
削
減
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。

王
位
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
尊
重
は
、
個
々
の
王
の
人
格
的
長
所
に
基
づ

く
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
廣
池
が
、
家
の
伝
統
に
関
し
て
述
べ
て
い
る

（『
論
文
』
第
一
四
章
第
一
〇
項
第
一
一
節
）
よ
う
に
、

　

伝
統
の
子
孫
を
尊
重
す
る
の
は
、
単
に
彼
ら
が
有
徳
者
の
子
孫
で

あ
る
か
ら
個
々
に
尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
の
分
量
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に
従
っ
て
尊
重
す
る
意
味
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
伝
統
（the 

ortholinon

）
と
そ
の
子
孫
を
含
む
継
承
の
系
列
（line of 

succession

）
を
…
…
個
人
の
生
得
的
な
資
質
に
関
係
な
く
、
一
つ

の
個
体
（one individual being

）
と
し
て
尊
重
す
る
の
で
あ
る
。

　
﹇
原
文
：
伝
統
に
立
つ
と
こ
ろ
の
人
々
の
子
孫
を
尊
重
す
る
こ
と

は
、
た
だ
み
だ
り
に
そ
の
有
徳
者
の
子
孫
た
る
が
故
に
こ
れ
を
尊
重

す
る
の
み
の
意
味
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の
伝
統
の
各
固
体
の
徳
の
高

下
に
よ
ら
ず
、
そ
の
伝
統
の
全
系
列
を
一
つ
の
個
体
と
見
な
し
て
こ

れ
を
尊
重
す
る
の
で
あ
る
の
で
す
。〔
⑧
八
八
頁
〕﹈

尊
重
は
個
人
に
対
し
て
払
わ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
尊

重
は
、
こ
の
よ
う
に
、
個
人
に
体
現
さ
れ
た
原
型
に
対
し
て
払
わ
れ
る
の

が
正
当
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
王
室
は
擬
古
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
断
定
に
基
づ
い
て
、
王

室
の
イ
メ
ー
ジ
を
貶
め
る
よ
う
と
す
る
官
僚
的
傾
向
が
は
び
こ
り
つ
つ
あ

る
が
、
そ
の
傾
向
を
点
検
し
逆
転
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
傾

向
の
最
近
の
事
例
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
等
法
院
（the H

igh 

C
ourt

）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
召
喚
状
（the w

rit of sum
m

ons

）（
骨
抜

き
に
さ
れ
た
形
式
で
で
も
ま
だ
令
状
と
（a w

rit

）
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
）
か
ら
国
王
の
命
令
（royal com

m
and

）
を
削
除
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
を
幾
分
無
意
味
な
王
の
盾
形
紋
章
（royal coat of arm

s

）

に
置
き
換
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
国
王
の
権
威
の
徹
底
し
た
威
厳
あ
る
断

定
を
、
常
識
的
な
象
徴
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
損
傷
自

体
は
そ
れ
程
重
要
で
は
な
い
が
、
累
積
さ
れ
れ
ば
大
き
な
結
果
と
な
る
小

さ
な
一
歩
で
あ
っ
て
、
そ
の
責
任
は
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
（Lord 

H
ailsham

）
に
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
上
院
で
行
っ

た
言
い
訳
は
そ
れ
を
帳
消
し
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、

法
律
上
、
そ
の
損
傷
を
食
い
止
め
る
力
を
持
っ
て
お
り
な
が
ら
、
国
王
の

命
令
を
保
持
す
べ
き
だ
と
し
た
以
前
の
決
定
の
破
棄
を
、
最
高
裁
判
所
規

定
委
員
会
（the Suprem

e C
ourt R

ules C
om

m
ittee

）
を
通
し
て
策
動

し
た
の
は
彼
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
示
し
た
唯
一
妥
当
な
理
由

は
、
被
告
人
は
法
手
続
き
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
女
王
の
命
令

は
、
女
王
ま
た
は
代
理
者
が
な
ぜ
か
被
告
人
と
対
立
す
る
原
告
の
側
に
立

っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
、
人
々
が
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
王
室
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
意
志
が

弱
く
怠
惰
で
明
晰
な
思
考
の
で
き
な
い
数
名
の
人
々
の
明
ら
か
に
間
違
っ

た
見
解
の
軍
門
に
下
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
見
解
は
公
共
の
事
柄
を
組
織
す
る
愚
か
な
方
法
で
あ
っ
て
、
ベ
イ
カ
ー

（J. H
. B

aker

）
教
授
が
、『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
法
律
雑
誌
（C

am
bridge 

Law
 R

eview

）』
三
九
巻
（
一
九
八
〇
年
）
の
二
八
四
頁
で
指
摘
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
イ
カ
ー
教
授
は
、
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
が
自
分
の

示
し
た
理
由
が
真
面
目
に
受
け
と
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
疑

っ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
（
私
は
、
彼
は
そ
う
考
え
て
い
た
と
思
う
）。

国
王
の
命
令
（the R

oyal C
om

m
and

）
は
王
権
（kingship

）
の
重
要
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な
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
サ
フ
ィ
ア
ン
上
院
議
長
（Lord 

President Suf�an

）
が
、
す
で
に
本
書
五
八
頁
﹇
第
七
章
﹈
で
引
用
し

た
演
説
に
お
い
て
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
マ
レ
イ
シ
ア
国
王
の
機

能
を
述
べ
る
際
に
、
高
等
法
院
か
ら
の
令
状
の
発
行
に
つ
い
て
も
述
べ
て

い
る
。
彼
の
よ
う
な
重
要
な
権
威
の
持
ち
主
が
、
令
状
の
発
行
が
重
要
で

な
い
と
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
な
叙
述
を
行
わ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

　

特
に
言
及
す
べ
き
こ
と
は
、
王
室
の
イ
メ
ー
ジ
の
損
傷
は
、
極
左
の
扇

動
家
が
も
た
ら
し
た
と
考
え
た
く
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
通
常
は
王

位
へ
の
支
持
を
誓
っ
て
い
る
極
右
の
指
導
者
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
王
室
へ
の
攻
撃
を
行
う
の
は
特
定
の
政
党
に
限
ら
れ
た

こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
事
実
、
以
前
は
国
王
の
命
令
を
保

持
す
る
決
定
に
同
意
し
て
い
た
の
は
、
労
働
党
の
大
法
官
（a Labour 

Lord C
hancellor

）
で
あ
る
ジ
ョ
ン
ズ
卿
（Lord E

lw
yn Jones

）
で
あ

り
、
労
働
党
の
支
持
者
達
は
誤
り
を
正
す
こ
と
に
最
も
積
極
的
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。（
そ
れ
に
対
し
て
、
下
院
で
は
、
王
室
の
イ
メ
ー
ジ
の
損
傷

を
不
十
分
な
が
ら
是
正
し
よ
う
と
し
た
主
な
努
力
は
、
保
守
党
員
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。）

　

王
室
へ
の
中
傷
が
進
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
他
の
事
例
は
、

第
一
に
、
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
ウ
ォ
ー
リ
ー
卿
（Sir John W

alley

）

が
記
録
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
王
あ
る
い
は
女
王
の
公
僕
が
閣
議
に
出

席
す
る
た
め
の
召
喚
状
の
打
ち
切
り
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
議
会
の
会
期

初
め
に
お
け
る
開
会
式
を
、
業
務
多
端
を
理
由
に
省
略
し
よ
う
と
す
る
傾

向
の
始
ま
り
で
あ
り
、
こ
う
し
て
王
位
を
立
法
府
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
け

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

　

王
室
の
イ
メ
ー
ジ
を
公
衆
の
意
識
か
ら
遠
ざ
け
れ
ば
遠
ざ
け
る
ほ
ど
、

必
要
な
時
に
そ
れ
を
回
復
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
些
細

な
点
で
は
、
意
識
的
な
不
忠
義
を
働
く
人
は
な
い
。
も
っ
と
も
ら
し
い
言

い
訳
、
あ
る
い
は
現
代
化
へ
の
訴
え
は
常
に
存
在
す
る
の
で
、
間
違
い
は

よ
り
高
度
な
原
理
に
つ
い
て
の
理
解
不
足
に
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
損
傷

は
愚
か
な
尊
大
さ
と
同
様
、
積
極
的
な
悪
意
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
極
左
の
悪
意
と
極
右
の
お
こ
が
ま
し
い
無
視
は
釣
り
合
い
が

と
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
な
る
悪
化
に
立
ち
向
か
う

た
め
に
脅
威
を
察
知
し
、
可
能
な
ら
失
わ
れ
た
も
の
を
回
復
す
る
こ
と
の

で
き
る
人
に
と
っ
て
、
そ
の
時
は
ま
さ
に
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

王
位
は
政
体
の
究
極
的
な
保
護
者
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
か
重
要
な

法
案
を
め
ぐ
っ
て
、
上
院
と
下
院
の
間
で
開
か
れ
た
論
争
が
生
ま
れ
、
そ

の
結
果
、
下
院
だ
け
で
、
国
王
の
同
意
を
求
め
る
法
案
が
提
出
さ
れ
る
よ

う
な
こ
と
が
ま
れ
に
起
こ
り
う
る
。
現
行
の
政
体
上
の
慣
例
で
は
、
国
王

の
同
意
は
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
状
況
下
に
お

い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
慣
習
は
変
更
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
君
主
が
法
案
を

拒
否
す
る
個
人
的
な
権
限
は
、
法
律
の
中
に
常
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
復
活
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
決
定
に
至
る
過
程
で
、
国
王
が
大
臣
の

助
言
を
採
用
す
る
こ
と
を
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
。
多
く
の
人
は
こ
の
よ
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う
に
古
く
か
ら
の
慣
例
を
復
活
す
る
こ
と
は
危
険
だ
と
考
え
る
か
も
し
れ

ず
、
そ
の
考
え
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
拒
否
権
は
一
般
的
に
総

選
挙
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
王
位
を
あ
る
程
度
政
治
に
巻

き
込
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
事
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
修
復
で

き
な
い
危
害
を
及
ぼ
す
脅
威
よ
り
は
小
さ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
上

院
が
究
極
的
な
自
由
の
保
護
者
に
な
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
何
か
他
の
選

択
肢
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
権
限
〔
拒
否

権
〕
は
、
極
め
て
重
要
な
状
況
下
で
の
み
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
上
院
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
こ
の
議
院
は
、
主
と
し
て
運
営
の

誤
り
と
頑
迷
さ
に
よ
っ
て
、
以
前
の
権
限
の
多
く
を
喪
失
し
て
し
ま
っ

た
。
上
院
は
、
一
八
三
二
年
の
改
革
法
案
（the R

eform
 B

ill

）
を
採
択

し
た
時
の
よ
う
に
、
明
確
に
表
明
さ
れ
た
国
民
の
意
思
に
は
、
ほ
ぼ
例
外

な
く
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
間
違
っ
た
考
慮
に
基
づ
く
変
化
に
対

す
る
強
力
な
障
壁
と
し
て
立
ち
あ
が
り
、
有
益
な
法
令
を
改
訂
し
明
確
化

す
る
立
場
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
上
院
は
本
来
、
国
民
的
原
型
（the 

national archetype

）
の
保
護
者
で
あ
る
。
上
院
は
階
級
の
違
い
を
乗
り

越
え
、
可
能
な
限
り
政
党
の
上
位
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
集
積
さ
れ

た
国
民
の
叡
智
を
代
表
し
、
党
派
的
利
害
の
衝
突
が
下
院
の
限
界
と
な
り

や
す
い
の
と
は
異
な
っ
て
、
よ
り
広
範
な
見
解
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

　

前
世
紀
に
は
、
上
院
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
不
適
当
な
政
治
的
行
動
に
関

す
る
悲
し
む
べ
き
歴
史
が
存
在
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
保
守
党
の
責
任
に

帰
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
、
下
院
が
優
先
権
を
持
つ
財
政

法
案
を
、
自
己
中
心
的
な
党
派
的
な
理
由
に
よ
っ
て
拒
否
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
政
体
上
の
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
保
守
党
で
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
上
院
は
、
議
会
の
会
期
を
延
長
す
る
た
め
の
法
案
を
除
く
下
院
の

法
案
を
無
期
限
に
阻
止
す
る
権
限
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ

の
阻
止
（the ban

）
は
上
院
の
権
限
を
さ
ら
に
削
減
す
る
こ
と
に
な
る

議
案
に
ま
で
は
及
ば
な
い
こ
と
を
条
件
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以

来
、
上
院
は
、
思
慮
あ
る
改
訂
は
必
ず
上
院
の
権
限
を
増
大
す
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
論
拠
に
基
づ
い
て
、
一
貫
し
て
上
院
の
改
革
を
提
案
す
る
こ

と
に
失
敗
し
続
け
、
上
院
を
衰
退
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。
唯
一
の
改
善

は
、
終
身
貴
族
（peerages for life

）
制
度
の
導
入
で
あ
り
、
世
襲
的
要

素
の
削
減
で
あ
っ
た
が
、
世
襲
的
要
素
は
と
き
に
正
当
化
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
。
世
襲
貴
族
（hereditary peerages

）
の
放
棄
を
可
能
に
す
る
、

よ
り
最
近
の
法
令
は
、
間
違
っ
た
方
向
の
改
革
で
あ
る
。
そ
れ
は
便
宜
主

義
に
道
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
世
襲
貴
族
で
あ
る
人
は
不
平
を
託
つ
こ
と

な
く
そ
の
身
分
を
受
け
入
れ
て
、
運
命
が
彼
に
与
え
た
分
野
で
能
力
を
活

用
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

上
院
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。
そ
の
選
択
肢
は
上
院
を
廃
止
す
る
か
改
革
す
る
か
で
あ
り
、

両
者
と
も
最
近
議
題
に
上
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
上
院
の
廃
止
に
つ
い

て
は
、
私
は
再
度
、
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
廣
池
が
述
べ
た
こ
と
を
引
用

し
た
い
。「
最
近
、
無
分
別
に
枢
密
院
や
貴
族
院
の
廃
止
を
主
張
す
る
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人
々
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
主
張
は
ま
じ
め
に
受
け
取
る
必
要
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
視
野
の
狭
い
人
々
の
未
熟
な
意
見
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
人
々
は
、
そ
れ
ら
が
日
本
国
家
の
有
機
的
生
命
に
と
っ
て
重
要

な
政
治
機
関
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（『
論
文
』

第
一
四
章
第
九
項
第
二
二
節
）（
不
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
視
野
の
狭
さ
が

一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
優
勢
と
な
っ
た
。）
こ
の
事
を
は

っ
き
り
示
す
た
め
に
、
我
々
は
十
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
短
命
に
終
わ
っ

た
共
和
国
（C

om
m

onw
ealth

）
時
代
に
、
そ
の
一
院
制
政
治
を
経
験
し

た
こ
と
に
触
れ
よ
う
。
そ
の
結
果
は
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
（C

rom
w

ell

）
は
そ
れ
を
一
掃
し
、
軍
事
力
に
基
づ
く
個

人
的
支
配
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
た
。
そ
の
解
決
策
を
是
と
す
る
人
は
今

日
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
比
較
的
公
平
な
修
正
を
こ
と

と
す
る
議
院
は
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
議
院
は
下
院
に
お
け
る
過

度
の
民
衆
扇
動
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
第
二
の
見
解
を
対
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
改
革
に
関
す
る
別
の
選
択
肢
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
最
近
の
公
開
討
論
の
主
題
と
な
っ
た
が
、
こ
の
公
開
討
論

は
、
よ
く
あ
る
保
守
党
的
無
知
蒙
昧
さ
を
持
ち
合
わ
せ
た
首
相
に
よ
っ
て

水
を
差
さ
れ
、
彼
は
こ
の
問
題
を
無
期
限
に
棚
上
げ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
十
分
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
次
に
労
働
党
が
政
権
に
つ
け
ば
、
上
院
の
廃
止
を
提
案
す

る
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
道
理
に
か
な
っ
た
別
の
選
択
肢
が
な
け
れ
ば
、
上

院
の
廃
止
は
す
ん
な
り
成
功
を
収
め
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
傷
を
政

体
に
も
た
ら
す
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
近
の
改
革
の
た
め
の
提
言
は
、
最
初
に
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
に
よ
っ
て

提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
上
院
の
廃
止
は
根
本
的
に
嫌
悪
す
べ
き

も
の
だ
と
考
え
た
点
に
は
、
少
な
く
と
も
同
意
で
き
よ
う
。
し
か
し
彼
が

新
し
い
第
二
院
は
選
挙
区
を
基
礎
と
す
る
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
選
ば
れ

る
と
し
た
解
決
策
は
絶
望
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
決
策
は
、
多
少
異

な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
と
は
い
え
、
下
院
の
写
し
を
生
み
出
す
に
す
ぎ

ず
、
両
院
が
そ
れ
ぞ
れ
真
の
民
衆
の
声
だ
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
の
上
、
我
々
は
、
過
度
に
融
通
の
利
か
な
い
政
党
制
度
の
欠
陥
を

す
べ
て
備
え
た
政
治
家
の
第
二
集
団
に
悩
ま
せ
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

上
院
に
お
い
て
は
、
叡
智
が
政
党
に
勝
る
べ
き
で
あ
る
。

　

本
書
執
筆
の
間
に
も
、
様
々
な
提
案
が
数
多
く
次
か
ら
次
へ
と
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
最
新
の
も
の
は
、
オ
ウ
エ
ン
（D

avid 

O
w

en

）
博
士
の
提
案
で
あ
る
。
彼
の
提
案
は
地
域
性
に
関
し
て
興
味
深

い
特
色
を
含
ん
で
い
る
が
、
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
の
提
案
と
同
様
の
基
本
的

な
反
論
を
免
れ
な
い
。

　

他
方
、
労
働
党
貴
族
議
員
の
提
案
は
、
不
当
に
党
の
考
え
の
影
響
を
受

け
て
い
る
が
、
遥
か
に
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
真
面
目
に
検
討

す
る
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
毎
回
、

議
会
の
会
期
の
冒
頭
に
、
首
相
が
議
長
を
務
め
る
下
院
選
考
委
員
会
（a 

C
om

m
ons Select C

om
m

ittee

）
に
よ
っ
て
、
二
五
〇
人
の
議
決
権
を
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持
っ
た
貴
族
議
員
（voting peers

）
を
選
考
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
下
院
に
お
け
る
多
数
党
に
属
す
る
貴
族
議
員
に
、
下
院
に
お
け

る
そ
の
政
党
の
議
決
力
に
応
じ
て
議
席
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。
反
対
党
は

残
り
の
議
席
の
い
く
つ
か
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
無
所
属
貴
族
議

員
（non-party peers

）
へ
の
議
席
配
分
が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
反
対
党

の
割
合
は
そ
れ
に
応
じ
て
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
初
代
貴
族
議
員

（peers of �rst creation
）
以
外
の
世
襲
貴
族
（hereditary peerages

）

は
、
上
院
議
員
の
議
席
を
失
う
が
、
終
身
貴
族
（life peerages

）
の
資

格
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
二
五
〇
人
に
含
ま
れ
な
い
終
身
貴
族
と
初
代
貴

族
は
、
議
会
に
出
席
し
発
言
す
る
権
限
は
あ
る
が
、
議
決
の
権
限
は
な

い
。
主
教
（bishops

）
と
法
曹
貴
族
（law

 lords

）
は
、
お
そ
ら
く
終

身
貴
族
と
し
て
留
ま
る
が
、
無
所
属
貴
族
議
員
と
し
て
二
五
〇
人
に
含
ま

れ
な
い
限
り
、
議
決
権
を
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
下
院
に
お

け
る
多
数
に
応
じ
た
議
決
権
が
保
証
さ
れ
る
と
共
に
、
終
身
貴
族
（life 

peers

）
全
体
の
助
言
と
経
験
が
保
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
提
案
は
お
そ
ら
く
比
例
代
表
制
に
よ
る
直
接
選
挙
を
支
持
す
る
提

案
よ
り
遥
か
に
魅
力
的
で
あ
る
が
、
政
党
の
拘
束
を
現
在
よ
り
も
強
固
な

も
の
に
す
る
だ
ろ
う
。
必
要
な
の
は
、
も
し
下
院
が
無
法
な
提
案
を
す
る

こ
と
が
あ
れ
ば
下
院
と
対
峙
す
る
議
院
で
あ
り
、
下
院
の
先
導
に
従
順
に

従
う
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
議
院
で
は
な
い
。「
田
舎
に
住
ん
で
滅
多
に

登
院
し
な
い
」
世
襲
貴
族
（the ‘backw

oods’ hereditary peers

）
が
、

名
ば
か
り
の
自
党
が
多
数
を
頼
ん
で
下
院
の
先
導
を
打
破
し
よ
う
と
す
る

ば
か
げ
た
提
案
に
よ
っ
て
扇
動
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
我
々
は
そ

ん
な
刺
激
的
な
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
根
本
的
な
方
法
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
歴
史
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
に
留
め
お
く
べ
き
こ
と
は
、

元
来
の
上
院
議
席
は
世
襲
的
な
も
の
が
主
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
上
院
の
議
席
は
土
地
の
有
力
者
や
指
導
的
な
役
人
で
構
成
さ
れ
て

い
た
。
有
力
者
の
多
数
は
聖
職
者
で
あ
っ
た
。
主
教
管
轄
区

（bishoprics

）
や
修
道
院
（abbeys

）
は
非
常
に
広
大
な
土
地
を
所
有

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
主
教
（bishops

）
や
大
修
道
院
長
（abbots

）

は
皆
、
大
地
主
と
し
て
上
院
議
員
で
あ
っ
た
。
議
席
は
彼
ら
が
役
職
に
つ

い
て
い
る
間
、
そ
の
人
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
小
数
で
は
あ
る
が
世

俗
の
有
力
者
が
広
大
な
土
地
所
有
に
よ
っ
て
議
員
と
な
っ
た
。
そ
し
て
土

地
の
私
的
所
有
権
は
家
系
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
た
の
で
、
聖
職
者
に
役
職

の
相
続
原
理
が
適
用
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
世
俗
の
有
力
者
に
世
襲
原
理

が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
修
道
院
長
が
上
院
に
お
け
る
最
大
の
構
成

要
員
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
の
中
葉
に
向
か
っ
て
、
修
道
院
が
解
消
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
も
は
や
大
修
道
院
長
が
召
喚
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な

り
、
上
院
の
構
成
は
急
激
に
変
化
し
た
。
そ
し
て
世
俗
の
上
院
議
員
が
生

き
残
り
の
主
教
の
数
を
上
回
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
お

よ
そ
こ
の
頃
か
ら
役
人
は
個
人
的
な
発
言
権
（
請
わ
れ
れ
ば
集
団
と
し
て

発
言
し
回
答
す
る
こ
と
は
で
き
た
）
と
議
決
権
を
喪
失
し
た
。
上
院
議
員

は
ま
す
ま
す
尊
大
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
世
俗
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貴
族
が
著
し
く
増
大
し
、
彼
ら
の
肩
書
き
は
理
論
上
で
は
土
地
に
結
び
つ

い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
土
地
の
所
有
は
必
須
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て

い
っ
た
。
法
曹
貴
族
の
一
人
、
ア
シ
ュ
リ
ー
・
ガ
ー
デ
ン
（A

shley 

G
ardens

）
の
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
卿
（Lord Jenkins

）
は
、
そ
れ
ほ
ど
過

去
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
住
居
に
基
づ
い
て
肩
書
き
を
得
た

の
で
あ
る
。
今
で
は
肩
書
き
は
土
地
所
有
と
い
う
よ
り
は
名
誉
に
依
拠
し

て
い
る
と
は
い
え
、
世
襲
原
理
が
存
続
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
元
来
の
根

拠
か
ら
い
え
ば
支
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
土
地
は
も
は
や

経
済
力
の
主
源
泉
で
も
な
く
、
長
子
相
続
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
も
の
で

も
な
い
。
人
は
非
常
に
豊
か
に
な
っ
た
が
、
一
エ
ー
カ
ー
も
所
有
し
て
い

な
い
こ
と
が
あ
る
。
も
し
我
々
が
最
も
影
響
力
の
あ
る
人
を
召
喚
す
る
と

い
う
中
世
の
原
理
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
修
道
院
長
の
立
場

は
、
指
導
的
な
商
社
の
会
長
や
、
労
働
組
合
を
含
む
大
き
な
専
門
家
集
団

や
商
業
団
体
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
方
で
、
今
日

の
上
院
議
員
は
、
た
ま
た
ま
大
き
な
財
産
を
手
に
し
た
人
た
ち
か
ら
な
る

議
員
へ
と
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
世
襲
原
理
を

保
持
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
正
当
化
の
た
め
の
何
か
新
た
な
理
由
が
必
要

と
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
唯
一
明
確
に
正
当
化
し
う
る
も
の
は
、
徳
は
子
孫
の
系
列

（the line of descendants

）
に
継
承
さ
れ
る
と
い
う
廣
池
の
原
理
で
あ

る
。
廣
池
が
好
ん
で
用
い
る
事
例
に
孔
子
及
び
弟
子
た
ち
の
子
孫
の
例
が

あ
る
が
、
西
欧
で
そ
れ
に
相
当
す
る
事
例
を
見
出
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
的
徳
を
傑
出
し
た
能
力
に
よ
っ
て
補
え
ば
、
そ

の
原
理
に
は
科
学
的
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
傑
出
し
た

知
的
精
神
的
能
力
は
家
族
の
中
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、

優
秀
性
を
は
ぐ
く
む
最
も
可
能
性
の
高
い
土
壌
を
旧
家
に
求
め
て
も
い
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
幾
分
大
雑
把
で
手
っ
取
り
早
い
解
決
方
法
で
は
あ
る

が
、
知
性
と
品
性
の
テ
ス
ト
を
用
い
て
、
上
院
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
偉
大
な
家
は
公
共
奉
仕
の
長
い
伝
統
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
養
育
が
遺
伝
的
相
続
を
補
強
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
有
利
な
点
を
挙
げ
れ
ば
、
前
章
で
述
べ
た

よ
う
に
、
ま
た
例
え
ば
一
九
八
〇
年
八
月
八
日
の
「
タ
イ
ム
ズ
紙
」
に
掲

載
さ
れ
た
シ
ー
ガ
ー
ト
氏
（M

r Paul Sieghart

）
の
手
紙
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
世
襲
貴
族
は
、
政
治
家
に
な
ら
な
く
て
も
、
政
治
的

で
な
い
一
般
人
、
無
作
為
に
選
ば
れ
た
陪
審
員
の
よ
う
な
人
の
見
解
を
代

表
す
る
と
思
わ
れ
る
人
々
を
何
人
も
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
人
々
に
対
し
て
、
若
者
は
新
鮮
な
洞
察
を
提
供
し
う
る
が
、
そ
の
洞
察

は
年
齢
と
経
験
と
と
も
に
し
お
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
世

襲
原
理
は
、
改
革
上
院
を
構
成
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
続

け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

再
び
上
院
の
起
源
に
戻
れ
ば
、
最
初
、
貴
族
は
単
な
る
名
誉
や
特
典
で

は
な
く
、
負
担
を
伴
う
役
職
で
あ
っ
た
。
国
王
が
有
力
者
に
助
言
や
助
力

を
要
求
し
た
と
き
に
は
、
当
時
存
在
し
た
旅
行
手
段
を
考
慮
す
れ
ば
、
か

な
り
の
時
間
的
金
銭
的
費
用
を
払
っ
て
参
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
。
議
会
に
出
席
す
る
の
は
負
担
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
、
選
挙
区

都
市
は
下
院
に
代
表
を
送
り
込
む
こ
と
を
免
除
し
て
も
ら
う
こ
と
が
し
ば

し
ば
行
わ
れ
た
。
有
力
者
は
す
で
に
十
分
な
名
誉
を
獲
得
し
て
お
り
、
議

員
と
し
て
の
特
典
は
、
義
務
の
履
行
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
個
人

的
優
秀
性
の
標
識
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
通
常
の
名
誉
・
報
奨

制
度
に
委
ね
ら
れ
る
の
が
相
応
し
く
、
そ
の
制
度
は
、
準
男
爵
の
身
分

（baronetcies

）
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
継
承
の
権
利
を
付

与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
改
革
に
お
い
て
も
、
義
務
の
概
念

を
再
び
力
説
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
し
た
が
っ
て
議
会
出
席
と
い
う
最

小
限
度
の
基
準
を
維
持
で
き
な
け
れ
ば
、
貴
族
の
身
分
の
停
止
に
至
る
こ

と
を
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
少
数
派
や
病
弱
者
に
は
例
外
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
個
人
的
な
奇
行
の
影
響
を
減
ら
す

た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
貴
族
は
、
最
初
の
任
期
の
次
の
継
承
の
際
に

は
、
も
し
要
請
が
あ
れ
ば
身
分
停
止
を
免
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
以
上
の

継
承
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
規
則
は
、
現
在
多
少
増
加
気
味
の

世
襲
貴
族
の
選
別
を
可
能
に
し
、
議
会
出
席
を
遥
か
に
規
則
正
し
い
も
の

に
す
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
域
内
選
抜
制
度
を
採
用

し
て
、
一
方
の
議
会
に
登
院
す
る
世
襲
貴
族
の
議
員
数
を
制
限
す
る
こ
と

を
決
め
て
お
け
ば
、
欠
席
議
員
の
失
効
は
必
要
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

終
身
貴
族
の
称
号
を
、
優
れ
た
徳
と
叡
智
と
業
績
を
持
っ
た
人
に
授
与

す
る
こ
と
は
継
続
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
世
襲
貴
族
の
数
は
き
わ
め

て
少
な
く
す
べ
き
で
、
既
存
の
貴
族
の
選
別
を
前
も
っ
て
行
う
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
終
身
貴
族
と
世
襲
貴
族
の
外
に
は
、
公
職
に

よ
っ
て
復
帰
し
た
議
員
階
級
を
付
け
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
今
日
で
は
、

大
法
官
（
貴
族
で
あ
る
必
要
は
な
い
）
と
英
国
国
教
会
の
主
教
達
だ
け
が

そ
の
例
に
相
当
す
る
。
重
要
な
国
家
的
、
準
国
家
的
施
設
、
さ
ら
に
は
国

際
的
施
設
の
中
に
は
、
そ
の
支
部
長
を
こ
の
よ
う
な
有
力
者
階
級
に
含
め

て
も
い
い
施
設
も
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
聖
職
者
の
領
域
で
は
、
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
司
教
（archbishops

）
が
含
ま
れ
、
ウ
エ
ス
ト

ミ
ン
ス
タ
ー
大
司
教
は
確
実
に
含
ま
れ
、
地
域
の
教
区
を
主
管
す
る
大
司

教
全
員
や
そ
の
他
の
指
導
的
教
会
の
長
を
含
め
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
非
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
の
中
で
十
分
卓
越
し
た
指
導
者
を
見
出
す
こ

と
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
チ
ー
フ
・
ラ
ビ
（a C

hief 

R
abbi

）
に
つ
い
て
は
、
彼
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
党
派
的
な
揉
め

事
が
起
き
な
い
限
り
、
含
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
芸
術
や
科
学
の
分
野
の

代
表
者
と
し
て
は
、
王
立
美
術
院
（the R

oyal A
cadem

y

）
院
長
、
王

立
協
会
（the R

oyal Society

）
会
長
お
よ
び
二
・
三
の
大
学
副
総
長

（V
ice-C

hancellors

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
業
界
で
は
、
英
国
産
業
協
会

（the A
ssociation of B

ritish Industries

）、
取
締
役
会
（the Institute 

of D
irectors

）、
労
働
組
合
評
議
会
（the T

rade U
nion C

ongress

）

お
よ
び
大
規
模
な
労
働
組
合
等
（
た
だ
し
私
見
で
は
、
営
利
会
社
の
よ
う

な
も
の
は
含
ま
な
い
）
の
議
長
が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
専
門
職
に
つ
い
て

は
、
年
度
毎
に
輪
番
制
で
選
ば
れ
る
議
長
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
上
院

の
議
席
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
ヨ
ハ
ネ
修
道
会
（the O

rder of St John 
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of Jerusalem

）、
赤
十
字
（the R

ed C
ross

）
お
よ
び
国
際
連
合
協
会

（the U
nited N

ations A
ssociation

）
の
よ
う
な
組
織
の
支
部
長
に
与
え

ら
れ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
リ
ス
ト
は
暫
定
的
な
も

の
で
あ
り
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
原
理
は
明
白
で
あ
る
。
報
酬
を
得
て
公

職
に
就
い
て
い
る
人
々
（
上
級
裁
判
官
（the greater judges

）
は
例

外
）
は
、
現
行
法
制
の
取
り
決
め
違
反
に
深
く
関
与
し
す
ぎ
て
い
る
の

で
、
彼
ら
を
再
度
上
院
の
議
席
に
招
き
入
れ
る
こ
と
は
賢
明
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。

　

上
記
の
よ
う
な
人
々
の
発
言
は
、
現
在
の
上
院
よ
り
も
権
威
を
持
っ
た

も
の
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
下
院
に
決
定
権
を
残
し
な
が
ら
も
、
王
位
の
究

極
的
な
拒
否
権
に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
た
範
囲
内
で
の
大
き
な
発
言
権
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
。
上
院
の
遅
延
権
は
拡
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
議
会

組
織
自
体
を
変
更
す
る
い
か
な
る
法
案
に
も
絶
対
的
な
拒
否
権
を
保
持
す

べ
き
で
あ
る
。
現
在
、
上
院
が
課
し
て
い
る
自
己
規
制
の
中
に
は
、
廃
止

さ
れ
る
べ
き
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
付
随
的
な
法
律
の
多
く

は
、
ど
ち
ら
か
の
議
院
の
議
決
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
主

と
し
て
政
府
の
登
院
命
令
（W

hips

）
を
恐
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
決
議
案

の
採
決
を
促
す
た
め
の
慣
例
で
は
な
く
、
大
臣
に
よ
る
保
証
に
委
ね
る
た

め
の
慣
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
余
り
価
値
の
な
い
こ
と
で

あ
る
。
上
院
が
自
己
確
信
を
新
た
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
自
己

抑
制
は
必
要
の
な
い
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。　

　

次
に
、
下
院
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
下
院
の
欠
陥
を
顧
慮

し
つ
つ
も
、
下
院
が
比
較
的
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
下
院
議
員
の
ほ
と
ん
ど
が
優
れ
た
人
格
的
資

質
を
備
え
て
い
る
こ
と
や
、
伝
統
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
し
、
こ
の
た
め
下
院
は
い
ま
だ
に
よ
く
制
御
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
も
漠
然
と
し
た
一
般
的
な
意
味
で
言
う

以
外
は
、
下
院
は
国
民
の
見
解
を
代
表
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
い
わ

ゆ
る
「
最
高
得
票
者
当
選
制
度
（‘first past the post’ system

 of 

election

）」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
政
治
家
の
好
む
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
選

し
た
議
員
は
、
た
と
い
彼
の
獲
得
票
が
次
点
候
補
の
得
票
数
よ
り
ほ
ん
の

わ
ず
か
上
回
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
し
て
も
、
最
高
得
票
数
を
獲
得
し
た
人

で
あ
り
、
二
つ
以
上
の
政
党
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
実
際
の
投
票
数
の

少
数
派
で
あ
る
。
比
例
代
表
制
は
、
あ
る
意
味
で
、
改
良
策
で
は
あ
る

が
、
救
済
策
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
別
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
多
数
の
政
党
を
生
じ
さ
せ
、
行
き
詰
ま
り

か
混
乱
に
陥
る
の
が
お
ち
で
あ
る
。
選
挙
民
は
包
括
的
な
党
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
提
示
さ
れ
る
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
不
快
な
要
素

を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
投
票
者
は
対
立
し
合
う
悪
の
う
ち
ま
し
な
方

を
選
ぶ
か
、
投
票
を
忌
避
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
場
合

は
、
つ
ま
り
事
実
上
は
提
案
さ
れ
た
政
策
す
べ
て
に
対
す
る
反
対
投
票
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
民
衆
の
支
持
へ
の
要
求
を
結
果
と
し
て
無
意
味
な

も
の
に
し
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
怠
惰
か
全
く
の
無
関

心
に
よ
る
棄
権
と
、
投
票
者
が
参
加
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
考
え
て
事
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柄
に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
選
挙
で
勝

っ
た
政
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
諸
項
目
は
す
べ
て
多
数
の
人
々
に
支
持
さ
れ

て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
ま
っ
た
く
非
現
実
的
で
あ
る
。
選
挙
は
感
情
の

一
般
的
傾
向
を
示
す
以
上
の
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
最
高
得
票
者
当
選
制
度
」
に
つ
い
て
言
え
る
最
大
の
こ
と
は
、
そ
の

制
度
が
政
府
の
交
代
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
政
府
も
長
く
政

権
の
座
に
居
続
け
る
と
堕
落
せ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
長
く
職
に
と

ど
ま
っ
て
有
用
性
を
な
く
し
た
大
臣
を
、
選
挙
民
が
時
折
更
迭
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
在
で
は
事
実
上

実
現
さ
れ
て
お
り
、
国
民
の
意
思
を
表
明
す
る
主
要
な
手
段
と
な
っ
て
い

る
。
一
つ
の
政
党
が
政
権
を
掌
握
す
る
と
、
直
ち
に
次
の
政
権
交
代
を
促

す
圧
力
が
か
か
り
始
め
る
。
こ
れ
が
自
由
社
会
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。

そ
こ
に
危
険
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
非
常
に
成
功
を
収
め
た
政
党
は
、
異
論

が
あ
っ
て
も
変
更
で
き
な
い
変
革
を
成
し
遂
げ
た
い
と
い
う
誘
惑
に
駆
ら

れ
る
の
で
、
保
持
さ
れ
て
い
る
自
由
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
政
党
制
度
の
下
で
は
、
政
党
間
の
き
わ
ど
い
バ
ラ
ン
ス
が
保
た

れ
、
結
果
と
し
て
強
力
な
反
対
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
望
ま
し

い
。

　

真
の
民
主
主
義
に
最
も
近
い
特
性
を
備
え
た
政
治
生
活
は
、
特
定
の
問

題
に
関
す
る
国
民
投
票
（a national referendum

）
と
い
う
新
し
く
導

入
さ
れ
た
装
置
で
あ
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
民
主
的
な
都
市
国

家
の
投
票
組
織
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
。
国
民
投
票
の
結
果
は
非
常
に

大
き
な
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
総
選
挙
に
お
い
て
党
員
に
投
票
す

る
、
よ
り
一
般
的
な
選
挙
を
し
の
ぐ
も
の
で
あ
り
、
下
院
を
拘
束
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
前
章
の
最
後
に
述
べ
た

不
確
定
の
法
則
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
投
票
に
は
参
加
せ
ず

政
体
の
究
極
的
な
保
護
者
と
し
て
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
王
や

上
院
を
拘
束
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
国
民
投
票
の
結
果
の
受
諾
拒
否
は

最
も
重
要
な
階
梯
で
あ
り
、
最
も
強
力
な
理
由
が
な
け
れ
ば
採
用
す
べ
き

も
の
で
は
な
い
が
、
大
衆
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
可
能
性
を
阻
止
す
る
最
後
の
安

全
装
置
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
極
端
な
民
主
主
義
は
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
事
例
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
極
端
な
専
制
政
治
に
十
分

成
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
投
票
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、「
一
人
一
票

（‘one m
an – one vote’

）」
の
聖
な
る
原
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。
今
日
で
は
こ
の
原
理
は
自
明
の
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実

際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
原
理
は
ご
く
最
近
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

バ
ジ
ョ
ッ
ト
（B

agehot

）
は
、
議
会
の
威
信
が
最
高
潮
に
達
し
た
十
九

世
紀
中
葉
の
著
述
に
お
い
て
、
そ
の
原
理
を
不
合
理
な
も
の
と
見
な
し

た
。（
彼
は
、
婦
人
に
投
票
権
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
提
言
を
括

弧
内
の
数
語
に
限
定
す
る
よ
り
は
る
か
に
不
合
理
だ
と
考
え
た
。）
今
日

で
は
、
意
見
を
抱
懐
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
す
べ
て
発
言
権
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
投
票
権
も
保
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
正
し

い
と
思
わ
れ
る
。
不
合
理
な
の
は
、
す
べ
て
の
発
言
を
平
等
に
扱
う
こ
と
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で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
最
高
に
賢
明
で
経
験
豊
か
な
人
が
、
学
校
を
出
た

て
の
若
者
以
上
の
影
響
力
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

若
者
に
は
判
断
力
が
な
い
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
長
年
市
民

の
義
務
に
専
念
し
、
少
な
く
と
も
実
地
の
問
題
に
関
す
る
見
解
を
持
っ
た

人
々
と
肩
を
並
べ
る
だ
け
の
、
十
分
成
熟
し
た
見
解
を
保
持
す
る
若
者
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
者
の
新
鮮
な
洞
察
は
と
こ
ろ

を
得
る
べ
き
で
あ
り
、
老
齢
者
は
経
験
豊
か
と
い
う
よ
り
冷
笑
と
偏
見
に

陥
る
傾
向
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
効
成
り
名
を
遂
げ
た
人
々
が
、
そ
う
で

な
い
人
々
よ
り
影
響
力
を
発
揮
す
べ
き
こ
と
は
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
大
学
内
投
票
（the university vote

）
に
お
い
て
実
際

に
行
わ
れ
て
き
た
。
学
内
投
票
で
は
、
卒
業
生
は
別
枠
の
候
補
者
を
選
出

す
る
二
回
目
の
投
票
が
出
来
、
貢
献
度
の
大
き
い
著
名
な
無
所
属
の
個
人

が
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
価
値
あ
る
政
体
上
の
特
徴
は
、
残

念
な
が
ら
一
世
代
前
に
純
粋
平
等
主
義
者
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
一
つ
以
上
の
選
挙
区
に
土
地
を
所
有
す
る
投
票
者
も
第
二
の
投
票
を

す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
富
の
み
を
優
遇
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
正
当
に
も
継
続
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
必
要
な
こ
と
は
、
大
学
選
挙
区

を
復
活
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
通
常
の
選
挙
区
に
お
い
て
投
票
権
の
重
み

づ
け
を
導
入
し
、
ど
の
よ
う
な
人
生
行
路
に
お
い
て
も
顕
著
な
業
績
を
挙

げ
た
人
々
に
重
み
の
あ
る
投
票
力
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
高
道
徳

の
原
理
の
一
つ
は
、
義
務
が
権
利
に
先
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
す

べ
て
の
人
に
最
小
限
の
投
票
権
を
保
証
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、

よ
り
高
度
な
投
票
力
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
も
正
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
必
ず
し
も
経
験
を
特
別
な
一
票
に
限
定
す
べ
き
で
は
な

く
、
お
よ
そ
十
段
階
ま
で
の
尺
度
を
導
入
し
、
獲
得
し
た
特
典
に
従
っ
て

報
賞
や
昇
進
を
導
入
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
べ
き
で
あ
る
。
報
賞
と
し
て

付
加
的
な
投
票
権
を
与
え
る
場
合
に
は
、
皮
膚
の
色
や
階
級
や
信
条
に
よ

る
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。
階
級
間
の
争
い
を
避
け
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
労
働
者
階
級

の
中
で
も
成
熟
度
と
市
民
的
責
任
を
示
し
た
人
々
す
べ
て
に
、
よ
り
大
き

な
投
票
力
を
報
賞
と
し
て
与
え
る
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

下
院
の
内
部
機
構
は
、
膨
大
な
業
務
を
効
率
的
に
処
理
で
き
る
よ
う
時

宜
に
適
っ
た
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
こ
で
は
下

院
の
再
組
織
に
つ
い
て
詳
細
に
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
は
国
王
（the C

row
n

）
の
大
臣
や
大
臣
の
助
言
者
か
ら
成

る
行
政
官
（the executive

）
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
大
臣
に
と
っ
て

は
、
前
章
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
党
の
代
表
者
と
い
う
よ
り
王
の

公
僕
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
て
常
に
心
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

礼
儀
正
し
く
謙
遜
で
あ
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
批
判
に
快
く
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
る
。
公
務
員
は
、
国
王
の
官
吏
で

あ
っ
て
大
臣
の
単
な
る
道
具
で
は
な
い
こ
と
を
絶
え
ず
心
に
留
め
て
お
く

べ
き
で
あ
る
。
忠
誠
の
対
象
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
合
に
は
、
躊
躇
す
る
こ

と
な
く
国
王
に
対
す
る
忠
誠
を
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
国
王
に
逆
ら
う
よ
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う
な
秘
密
保
持
の
規
則
は
一
切
考
え
ら
れ
ず
、
力
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
え

な
い
。
同
様
の
こ
と
は
軍
隊
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
軍
隊
の

伝
統
的
な
政
治
的
不
偏
性
は
公
共
善
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。

民
族
自
決
の
危
険
が
差
し
迫
っ
た
も
の
と
な
ら
な
い
限
り
、
主
要
な
戦
争

は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
今
日
で
は
、
軍
隊
は
徐
々
に
警
察
官
の
役
割
を

担
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
軍
隊
は
可
能
な
限
り
、
こ
れ
以
上
恐

ろ
し
く
強
靭
な
大
量
破
壊
手
段
の
容
認
や
開
発
に
抵
抗
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
軍
隊
は
、
大
災
害
時
に
王
室
が
断
絶
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
王

室
の
伝
統
（the royal ortholinon
）
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
。

　

次
に
法
制
度
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
私
は
こ
の
分
野
で
生
涯
を
通
じ
て

一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
ま
た
二
十
五
年
間
に
わ
た
り
小
さ
な
法

律
事
務
所
を
営
ん
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
私
の
見
解
は
何
ら
か
の
色
付
け

が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
留
保
付
き
で
扱
っ
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
上
の
専
門
的
な
要
素
に
関
す
る
限
り
、
基
本
的

に
悪
い
点
は
何
も
な
い
と
私
が
言
え
ば
、
そ
れ
は
留
保
付
き
だ
と
考
え
る

人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
膨
張
す
る
官
僚
政
治
の
影
響
も
あ
っ
て
、
組

織
上
の
欠
陥
が
生
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
行
政
府
の
領
域
に
お
け
る
欠
陥

で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
。
裁
判

官
は
非
常
な
誠
実
さ
と
能
力
を
備
え
た
人
々
で
あ
る
。
私
は
長
年
彼
ら
と

経
験
を
共
に
し
て
き
た
が
、
背
任
行
為
に
至
っ
た
事
柄
を
見
た
こ
と
が
な

い
。
大
規
模
の
専
門
職
内
だ
か
ら
こ
そ
時
折
起
こ
ら
ざ
る
を
え
な
い
例
外

を
除
け
ば
、
法
廷
弁
護
士
（barristers

）
や
事
務
弁
護
士
（solicitors

）

は
高
潔
で
あ
り
有
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
さ
ら
に
多
数
に
の
ぼ
る
事
務
弁

護
士
や
事
務
官
吏
（clerks

）
の
階
層
内
で
は
、
有
能
と
は
い
え
な
い
例

外
が
か
な
り
多
い
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
。

　

司
法
上
の
弱
点
に
は
、
道
徳
的
と
い
う
よ
り
は
知
的
な
性
質
の
も
の
が

い
く
つ
か
存
在
す
る
。
こ
う
し
て
狭
義
の
法
律
的
基
礎
に
基
づ
い
て
問
題

を
解
決
し
、
で
き
れ
ば
原
理
的
な
問
題
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
不
正
を
支
持
す
る
規
定
が
一
つ
で
も
引
用
で

き
れ
ば
、
公
正
な
裁
き
を
主
張
す
る
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
時
々
起

こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
で
は
こ
の
よ
う
な
狭
義
の
法
解
釈
の
傾
向

は
、
特
に
女
王
法
廷
部
局
裁
判
所
（the Q

ueen’s B
ench D

ivision 

C
ourt

）
に
お
い
て
、
官
吏
的
態
度
へ
の
不
適
切
な
服
従
と
思
わ
れ
る
も

の
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
は
特
に
国
民
の
自
由
に
関
わ
る
重
要
な
領

域
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
人
身
保
護
令
状
（H

abeans 

C
orpus

）﹇
訳
注
：
人
身
保
護
の
目
的
で
拘
禁
の
事
実
・
理
由
な
ど
を
聴
取
す
る
た

め
被
拘
禁
者
を
出
廷
さ
せ
る
条
例
﹈
と
い
う
古
来
の
強
力
な
救
済
策
が
削
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
私
は
、
移
民
関
係
の
決
定
が
な
さ
れ
る
時
、
時
折
強
い
恥

の
意
識
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
過
去
の
裁
判
官
の
中
に
は
、
断
固

と
し
た
口
調
で
行
政
官
に
秩
序
を
守
ら
せ
る
者
も
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な

口
調
を
耳
に
す
る
こ
と
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
批
判
は
す
べ
て
の

裁
判
官
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
最
も
技
術
的
な
法
運
用

を
志
す
裁
判
官
で
さ
え
、
原
理
的
な
問
題
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

き
は
見
事
に
そ
れ
を
や
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
今
の
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臆
病
さ
は
上
訴
裁
判
権
（the appellant jurisdiction

）
が
詳
細
に
な
り

す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
裁
判
官
が
大
胆
な
判
決
を

下
す
ほ
ど
、
上
級
法
廷
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で

あ
る
。
私
は
以
前
に
書
い
た
書
物
の
中
で
、
あ
る
提
案
を
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、
公
文
書
館
長
（the M

aster of R
olls

）
の
デ
ニ
ン
グ
候
（Lord 

D
enning

）
は
そ
れ
に
賛
意
を
表
さ
れ
た
。
私
は
、
上
訴
審
法
廷
は
純
然

た
る
法
の
細
部
に
訴
え
る
こ
と
を
制
限
し
、
包
括
的
な
正
義
と
平
等
の
問

題
に
専
念
す
る
よ
う
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
現
時
点
で

は
狭
量
な
先
例
に
慎
重
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
陰
的
要
素
が
支
配
的
す
ぎ

る
シ
ス
テ
ム
に
、
新
鮮
な
生
命
を
吹
き
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
ほ
と
ん
ど
定
義
で
き
な
い
が
、「
居
心
地
の
よ
さ

（cosiness

）」
と
で
も
言
う
ほ
か
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の
居
心
地

の
よ
さ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
普
通
に
洗
礼
名
で
呼
び
合
う
こ
と
で

あ
り
、
人
を
狼
狽
さ
せ
な
い
よ
う
に
正
当
な
論
点
を
主
張
し
た
が
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
弁
護
士
は
う
わ
さ
話
の
常
習
犯
で
あ
り
、
た
ち
ま
ち
事
の

成
り
行
き
が
皆
に
知
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ

な
り
に
い
い
こ
と
で
あ
る
が
、
裁
判
官
と
法
廷
弁
護
士
を
過
度
に
親
密
に

し
て
し
ま
う
。
前
世
期
の
後
半
ま
で
は
、
上
級
裁
判
官
（a superior 

judge

）
に
指
名
さ
れ
た
法
廷
弁
護
士
は
、
法
学
院
（Inn

）（
弁
護
士
団
、

あ
る
時
は
事
務
弁
護
士
お
よ
び
法
定
代
理
人
を
含
む
大
協
会
の
一
つ
）
か

ら
追
い
出
さ
れ
、
高
等
弁
護
士
院
（Serjeants’ Inn

）
に
加
入
さ
せ
ら
れ

た
。
こ
の
高
等
弁
護
士
院
は
、
裁
判
官
協
会
で
も
あ
り
、
準
司
法
能
力
を

持
つ
年
長
法
廷
弁
護
士
の
小
集
団
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
裁
判

官
と
大
半
の
弁
護
士
団
は
分
離
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
、
高

等
弁
護
士
院
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
裁
判
官
は
元
の
法
学
院
の

成
員
と
し
て
残
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
成
員
を
支
配
す
る
傾
向
が
出
て
き

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
弁
護
士
団
の
独
立
性
を
促
進
す
る
こ
と
に
は

な
ら
ず
、
弁
護
士
団
は
独
自
の
業
務
組
織
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法

学
院
で
の
生
活
か
ら
大
き
な
影
響
を
被
っ
て
い
る
。
常
勤
の
裁
判
官
は
独

自
の
組
織
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
高
等
弁
護
士
院
の
分
離
原

則
を
復
活
し
、
今
日
で
は
は
な
は
だ
境
界
の
あ
い
ま
い
な
そ
れ
ぞ
れ
の
要

素
に
組
織
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ

れ
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
組
織
の
活
性
化
を
促

進
す
る
違
い
な
い
。

　

法
の
進
歩
過
程
に
お
い
て
は
、
陰
と
陽
の
緊
張
関
係
が
き
わ
め
て
明
確

で
あ
る
。
古
い
権
威
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
抑
制
的
で
用
心
深
い
態
度

（
陰
の
表
現
）
と
、
過
度
の
法
律
尊
重
主
義
に
拘
束
さ
れ
な
い
正
義
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
大
胆
で
積
極
的
な
革
新
的
態
度
（
陽
の
表
現
）
が
代
わ

る
代
わ
る
優
位
に
立
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
他
か
ら
の
矯
正
を
必
要
と
す
る

が
、
両
極
端
だ
け
が
批
判
に
晒
さ
れ
る
。
今
日
で
は
、
上
訴
シ
ス
テ
ム
が

過
度
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陰
の
優
勢
な
最
終
局
面
が
長
引
い

て
い
る
が
、
主
と
し
て
偉
大
な
デ
ニ
ン
グ
卿
の
影
響
に
よ
っ
て
、
陽
が
前

進
し
つ
つ
あ
る
。〔
法
の
〕
形
式
（form

）
で
は
な
く
正
義
（justice

）

の
強
調
が
進
捗
す
る
こ
と
は
、
最
高
道
徳
の
規
定
に
沿
う
も
の
と
言
っ
て
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よ
い
だ
ろ
う
。
以
上
で
、
我
々
は
合
理
的
な
楽
観
を
も
っ
て
、
ま
た
法
的

専
門
職
の
欠
陥
が
あ
る
と
し
て
も
遠
か
ら
ず
修
正
さ
れ
る
と
い
う
希
望
を

も
っ
て
、
法
的
専
門
職
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
よ
り
希
望
の
持
て
な
い
の
は
、
経
済
組
織
の
改
革
へ
の

展
望
で
あ
る
。
そ
れ
は
混
沌
の
中
に
あ
っ
て
、
道
徳
的
で
現
実
的
な
問
題

解
決
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
絶
望
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
以
前
に

理
想
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
通
貨
の
廃
止
の
よ
う
な
こ
と
を
現
在
唱
え
る
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
通
貨
の
廃
止
は
世
界
規
模
で
の

変
革
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
そ
の
変
革
は
、
我
々
を
現
在

の
思
考
習
慣
か
ら
す
っ
か
り
切
り
離
し
て
し
ま
う
く
ら
い
の
衝
撃
を
引
き

起
こ
す
だ
ろ
う
。
人
類
が
幼
稚
園
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
間
は
、

我
々
は
金
融
的
虚
構
ゲ
ー
ム
（the gam

e of �nancial m
ake-believe

）

の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
仮
に
現
今
の
問
題
を
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
ゲ
ー
ム
は
我
々
が
成
長
し
て
卒
業
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
な
空
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
こ
の
狂
気
と
行
動
を

共
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
少
な
く
と
も
狂
気
の
効
果
を

軽
減
し
、
徐
々
に
正
気
へ
の
選
択
肢
に
関
す
る
考
え
方
を
広
め
て
い
く
こ

と
を
願
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
果
た
し
て
我
々
は
、
技
術
の
進
歩
に
伴
っ
て
減
少
す
る
一
部
の

労
働
者
が
、
増
大
し
続
け
る
多
数
の
低
所
得
の
被
雇
用
者
を
支
え
る
よ
う

に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
む
だ
な
自
動
車
、
消
費
で
き
な
い
ほ
ど
の
農
産

物
、
そ
し
て
徹
底
的
な
広
告
に
よ
っ
て
大
衆
に
強
要
さ
れ
る
新
規
な
贅
沢

品
の
よ
う
な
、
不
必
要
な
物
資
を
次
か
ら
次
へ
と
生
産
す
る
慌
た
だ
し
い

競
争
に
加
担
す
る
こ
と
を
唯
々
諾
々
と
奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
？　

よ
り
多
く
の
企
業
が
、
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
し
て
も

収
益
が
上
が
ら
な
い
の
を
理
由
に
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
に
、
当
面
は
存
続
す
る
労
働
者
の
富
を
相
対
的
に
増
大
し
続

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倒
産
の
プ
ロ
セ
ス
を
加
速
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
の
結
末
は
、
な
す
す
べ
も
な
い
大
多
数
の
人
々
に

ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
を
提
供
す
る
た
め
に
、
膨
大
な
収
入
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
を
税
金
で
失
う
少
数
の
エ
リ
ー
ト
生
産
者
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
明
白

な
解
答
は
、
労
働
を
広
く
薄
く
拡
散
し
て
、
ほ
と
ん
ど
働
き
の
な
い
人
々

に
支
払
う
こ
と
で
あ
る
が
、
利
益
追
求
動
機
の
錯
覚
に
よ
っ
て
、
物
価
が

誰
も
支
払
え
な
い
水
準
に
ま
で
高
騰
し
、
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ

る
。
も
し
こ
の
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
す
方
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
経
済
学

者
の
夢
の
世
界
が
造
り
出
す
想
像
の
産
物
へ
の
信
仰
を
、
私
以
上
に
持
つ

人
々
の
創
意
工
夫
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
道
徳
の
ル
ー
ル
が
広
く
一
般
に
応
用
で
き
る
だ

ろ
う
。
た
と
え
不
合
理
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
基
本
的
条
件
の
調

整
が
個
々
の
実
践
家
の
能
力
を
超
え
て
い
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
今

日
の
よ
う
な
不
可
能
な
状
況
下
で
さ
え
、
道
徳
を
遵
守
す
る
こ
と
は
出
来

る
だ
ろ
う
。
事
実
、
廣
池
の
思
想
の
多
く
は
、
適
正
な
事
業
経
営
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
廣
池
は
時
代
背
景
の
こ
と
は
問
題
に
し
て
い
な
い
が
、
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彼
の
生
き
た
時
代
背
景
は
安
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
社
会
主
義
者
と

共
産
主
義
者
が
不
適
切
な
選
択
肢
を
定
式
化
し
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
っ

た
。
故
ラ
ワ
リ
ー
ズ
教
授
は
、
陶
磁
器
製
造
会
社
に
携
わ
る
経
営
者
の
話

を
詳
し
く
語
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
経
営
者
は
財
政
的
な
困
難
に
襲
わ
れ
、

廣
池
に
助
言
を
求
め
た
。
廣
池
の
答
え
は
、
こ
の
経
営
者
の
心
配
事
は
的

外
れ
で
あ
り
、
も
し
彼
が
代
わ
り
に
陶
磁
器
の
改
良
に
注
力
す
れ
ば
、
財

政
的
な
問
題
は
解
消
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
廣
池
の
助
言
を
採
用

す
る
と
、
会
社
の
見
通
し
は
一
変
し
、
製
品
の
品
質
は
大
幅
に
改
善
さ

れ
、
そ
の
日
か
ら
今
日
ま
で
、
会
社
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
特

筆
す
べ
き
は
、
こ
の
改
善
へ
の
努
力
が
、
経
営
者
か
ら
だ
け
で
な
く
全
労

働
者
か
ら
も
な
さ
れ
、
優
秀
な
業
績
を
修
め
る
た
め
に
は
協
働
に
よ
る
決

定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

今
日
に
お
け
る
多
く
の
日
本
企
業
の
発
展
は
、
上
記
と
同
じ
見
解
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
、
私
は
聞
い
て
い
る
。
高
度
の
教
育
を
受
け
た
者
が
、

工
場
労
働
者
と
共
に
働
く
こ
と
は
恥
で
は
な
い
。
労
働
者
の
多
く
は
大
学

出
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
生
産
品
の
完
全
さ
に
個
人
的
な
責
任
感

を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
非
生
産
的
な
監
督
的
要
素
は
最
小
限
に
と

ど
め
ら
れ
て
い
る
。
も
し
機
械
に
欠
陥
が
生
ず
れ
ば
、
そ
の
機
械
を
操
作

し
て
い
る
者
が
自
分
で
修
繕
し
よ
う
と
し
、
等
級
や
分
野
の
違
う
労
働
者

間
で
義
務
の
区
分
は
な
い
。
こ
れ
が
遅
滞
を
減
少
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
排
他
的
で
不
必
要
な
専
門
化
を
導
入
し
て
い

る
西
欧
諸
国
よ
り
、
生
産
性
は
は
る
か
に
高
い
。
日
本
の
成
功
は
、
未
熟

練
の
廉
価
な
奴
隷
的
労
働
に
よ
る
と
い
う
西
欧
の
考
え
方
は
、
神
話
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
工
場
労
働
者
は
熟
練
者
で
あ
り
給
料

も
高
い
。
最
高
道
徳
の
原
理
を
採
用
し
て
い
る
会
社
で
は
、
労
働
者
は
賃

金
に
加
え
て
利
益
の
一
部
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
例
え
ば
控
え
め
な
株
主

配
当
（
そ
の
配
当
利
回
り
は
西
欧
に
比
べ
て
か
な
り
低
い
）
が
支
払
わ
れ

た
後
も
、
労
働
意
欲
が
保
持
さ
れ
て
い
る
等
々
で
あ
る
。
労
働
者
は
、
雇

用
者
や
同
僚
工
員
と
効
果
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
し
、
相
互
の

利
益
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
技
術
革
新
の
根
本
問
題
に
対
処
す
る
に
は

不
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
欧
で
も
さ
し
あ
た
り
う
ま
く
機
能

す
る
だ
ろ
う
し
採
用
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
た
め
に
は
、
か
な
り

大
幅
な
見
解
の
変
更
を
加
え
た
り
、
制
約
の
多
い
慣
行
を
大
幅
に
放
棄
し

た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
多
く
の
労
働
組
合
の
現
今
の
姿
勢
と
共
に
雇
用
者
の
姿
勢
も
変
更
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
敵
対
か
ら
調
和
へ
、
そ
し
て
ジ
ョ
イ
ン
ト
ヴ
ェ

ン
チ
ャ
ー
に
お
け
る
協
力
へ
と
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
労

働
組
合
の
多
く
は
、
恐
ら
く
誇
張
だ
と
思
う
が
（
私
に
は
有
益
な
意
見
を

述
べ
る
ほ
ど
十
分
な
知
識
が
な
い
）、
た
え
ず
法
律
や
雇
用
者
と
対
立
す

る
勢
力
と
見
ら
れ
て
お
り
、
体
制
外
に
身
を
置
き
、
共
同
体
に
お
け
る
非

融
和
的
・
破
壊
的
要
素
を
構
成
し
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
労
働
組
合

を
、
平
等
の
基
礎
に
立
っ
て
、
組
織
内
に
編
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る

労
働
組
合
の
最
近
の
行
動
は
盲
目
的
で
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
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な
い
が
、
行
動
原
則
を
改
定
し
完
全
な
も
の
に
し
て
、
健
全
な
原
則
に
基

づ
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
労
働
組
合
は
中
道
を
行
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
は
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
平
均
的
な

英
国
人
は
鋭
敏
で
、
極
端
に
走
る
こ
と
は
な
い
。
私
の
労
働
経
験
の
ほ
と

ん
ど
は
、
田
舎
の
ケ
ン
ト
人
（K

ent

）
や
ケ
ン
ト
州
の
人
（K

entish 

m
en

）（
両
者
に
は
微
妙
で
さ
さ
い
な
違
い
が
あ
る
）
と
の
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
独
立
心
の
強
固
な
種
族
で
あ
り
、
進
取
の
気
性
を
も
っ
て
、
土

地
を
持
た
な
い
労
働
者
か
ら
身
を
立
て
、
小
さ
い
な
が
ら
独
自
の
事
業
経

営
者
と
な
る
場
合
が
多
い
。
彼
ら
は
よ
く
働
き
、
血
縁
関
係
に
囚
わ
れ
ず

広
い
心
で
働
き
、
季
節
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
補
助
的
な
仕
事
に
も
従
事

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
は
、
ウ
ィ
ー
ル
ド

（W
eald

）
地
方
や
ノ
ー
ス
・
ダ
ウ
ン
ズ
（the N

orth D
ow

n

）
地
方
に

も
い
る
し
、
他
の
地
方
に
も
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
ら
は
争
い

を
好
ま
ず
、
驚
く
べ
き
適
応
性
と
独
立
独
行
の
精
神
を
特
徴
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
人
々
は
サ
ク
ソ
ン
移
民
（the Saxon settlers

）
の
生
き
残
り

の
代
表
者
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
彼
ら
は
大
企
業
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
が
、
も
し
好
条
件
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
再
び
浮
か
び
上
っ
て
く

る
可
能
性
の
高
い
人
々
に
潜
む
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
英
国
民
は
、
今
日

も
な
お
中
核
に
お
い
て
健
全
で
あ
り
、
最
高
道
徳
の
原
理
の
適
用
に
開
か

れ
て
い
る
と
、
私
は
信
じ
る
。

　

こ
こ
で
最
後
の
主
題
で
あ
る
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
る
こ
と

に
し
よ
う
。
廣
池
は
こ
こ
で
、
祖
先
、
特
に
両
親
に
対
す
る
尊
敬
を
も
っ

と
も
重
視
し
て
い
る
。
両
親
が
誰
で
あ
る
か
を
知
り
た
い
と
い
う
感
情
的

欲
求
に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
英
国
で
重
視
さ
れ
て
い
る
事

柄
で
は
な
い
。
事
実
、
人
々
は
、
先
祖
が
彼
ら
と
同
様
、
社
会
の
表
面
を

変
革
す
る
力
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
無
視
し
て
、
自

分
達
の
住
ん
で
い
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
を
先
祖
の
せ
い
に
す
る
傾
向

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
、
祖
先
は
過
去
二
世
紀
以
上
に
亘
っ
て
多
大

な
社
会
進
歩
を
も
た
ら
す
努
力
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
社
会
的
流
動
性

は
、
先
祖
に
対
す
る
奇
妙
な
関
心
の
欠
如
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
祖
父
母

以
上
に
自
分
の
系
図
を
さ
か
の
ぼ
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
例
え
ば

私
が
法
律
家
と
し
て
の
仕
事
を
通
し
て
、
近
親
者
に
つ
い
て
調
査
し
た
結

果
、
大
家
族
の
構
成
員
は
、
時
に
は
兄
弟
姉
妹
の
よ
う
な
近
し
い
間
柄
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
の
接
触
を
い
と
も
簡
単
に
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

判
明
し
た
の
で
あ
る
。
近
年
の
広
範
な
移
民
が
そ
れ
に
与
っ
て
い
る
と
は

い
え
、
そ
れ
が
主
要
な
原
因
だ
と
は
思
え
な
い
。
村
落
共
同
体
の
同
族
感

情
の
対
局
を
な
す
、
大
都
市
に
お
け
る
生
活
の
匿
名
性
が
そ
れ
に
関
係
し

て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
理
由
は
な
ん
で
あ
れ
、
今
日
に
お
い
て
は
根
深

い
参
加
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
今
日
の
沈
滞

症
候
群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
自
ら
の
祖
先
を
知
り
結
び
つ
き
を
知
る
こ
と

は
、
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
生
活
様
式
に
お
け
る
位
置
づ
け

を
強
く
意
識
す
る
こ
と
を
促
し
、
そ
の
結
果
、
自
己
確
信
の
程
度
は
増
す

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
西
欧
が
東
洋
的
見
解
の
強
固
な
連
続
性
か
ら



109 王位・聖人・最高道徳（下）

利
益
を
受
け
う
る
事
柄
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
、
大
多
数
の
人
々
は
両
親
と
接
触
を
保
っ
て
い
る
と
言
っ

て
い
い
が
、
こ
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
老

親
は
厄
介
者
で
あ
り
、
慈
善
の
対
象
と
し
て
、
善
意
の
公
僕
の
監
督
下
に

置
か
れ
る
こ
と
が
相
応
し
く
、
極
端
な
場
合
に
は
、
老
人
ホ
ー
ム
で
半
ば

忘
れ
去
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
老
人
の
意
見
は
時
代
遅
れ
と
し
て
、
や
ん
わ

り
と
無
視
さ
れ
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
若
者
崇
拝
が
、
お

よ
そ
五
十
歳
以
下
の
利
益
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
五
十
歳
以
上

は
消
耗
品
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン

ス
の
欠
如
は
、
廣
池
の
考
え
方
に
全
く
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
必
要
な
こ
と
は
、
家
族
間
の
結
束
と
奉
仕
の
精
神
を
復
活
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
伝
統
（the ortholinon
）
を
再
興
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
伝
統
の
原
理
（the doctrine of ortholinon

）
は
進

化
的
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。
過
去
を
尊
重
す
る
こ
と
は

未
来
を
配
慮
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
我
々
が
子
孫
、
特
に
子
孫
の

規
模
の
こ
と
を
考
え
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
の
家
族
連
鎖
の
構
成
員
は
少

な
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
従
来
は
、
少
数
の
新
生
児
し
か
成
人
す
る
見

込
み
は
な
い
と
い
う
多
大
な
災
難
を
見
込
ん
で
、
生
存
競
争
の
た
め
の
自

然
の
武
器
は
ず
ば
抜
け
た
多
産
の
能
力
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
今
日
で

は
人
は
、
流
行
病
を
大
規
模
に
制
御
し
、
少
な
く
と
も
世
界
の
大
部
分
で

は
飢
え
の
機
会
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崩
壊
過
程
に
対
し
て
大
き

な
勝
利
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
略
奪
者
は
も
う
い
な
い
。

（
鷲
は
ど
こ
で
も
、
生
き
物
と
し
て
も
象
徴
と
し
て
も
、
魅
惑
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
我
々
ヒ
ト
科
の
小
さ
な
祖
先
が
鷲
の
餌
食
で
あ

っ
た
遥
か
昔
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
く
な
る
時
が

あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
今
日
は
、
我
々
の
方
が
鷲
に
と
っ
て
は

巨
大
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。）
そ
の
結
果
、
人
口
は
累
進
的
に
増
加
し
、
世

界
の
資
源
を
枯
渇
さ
せ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
サ
リ
ー
州
ノ
ー
ス
・
ダ
ウ
ン
ズ
地
方
の
急
斜
面
上
に
あ
る
数

エ
ー
カ
ー
の
森
と
雑
木
林
と
牧
草
地
に
関
す
る
た
と
え
話
に
話
題
を
転
じ

よ
う
と
思
う
が
、
何
か
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
妻
と
私
が
十
二

年
以
上
所
有
し
て
、
愛
し
大
事
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
森
は
力
動
的

な
存
在
だ
と
、
私
は
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
態
学
的
な
悪
ふ
ざ
け

の
つ
も
り
で
植
え
た
二
本
の
小
さ
な
イ
チ
ョ
ウ
の
他
は
、
す
べ
て
の
木
が

自
生
え
で
あ
る
。
優
雅
な
ブ
ナ
が
辺
り
を
支
配
し
て
い
る
が
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
ト
リ
ネ
コ
や
カ
エ
デ
や
外
来
種
の
エ
ジ
プ
ト
イ
チ
ジ
ク
が
侵
入
し
て

い
る
。
石
灰
を
好
む
ホ
ワ
イ
ト
ビ
ー
ム
や
人
目
を
は
ば
か
る
よ
う
な
イ
チ

イ
、
そ
し
て
様
々
な
雑
木
が
静
か
に
共
生
し
て
い
る
。
誇
ら
し
げ
な
カ
シ

は
、
丘
上
の
砂
利
地
に
あ
る
細
長
い
土
地
に
そ
っ
て
遠
く
ま
で
続
い
て
い

る
が
、
ウ
エ
ル
カ
ム
ラ
イ
ム
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
ブ
ナ
の
領
域
に
ま
で
進

出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
外
来
の
ト
キ
ワ
ガ
シ
、
イ
ト
ス
ギ
、
月
桂
樹
、

そ
の
他
の
外
来
木
は
、
庭
園
や
農
園
か
ら
飛
び
出
し
、
自
然
の
地
位
を
主

張
し
始
め
て
い
る
。
巨
大
な
ブ
ナ
が
時
折
枯
死
し
て
後
継
種
に
空
間
を
与
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え
、
時
に
は
風
や
ク
レ
マ
チ
ス
・
ヴ
ィ
タ
ル
バ
（
地
を
這
う
よ
う
に
忍
び

込
む
旅
人
の
喜
び
）
が
寄
り
か
か
る
重
み
に
よ
っ
て
木
が
倒
れ
る
こ
と
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
芽
の
生
え
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
沢
山

の
ブ
ナ
の
苗
木
が
共
に
成
長
し
て
鮮
や
か
な
ま
だ
ら
模
様
の
牧
草
に
見
え

る
こ
と
も
あ
る
が
、
生
き
残
る
物
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
光
と
空
間

を
奪
い
合
う
共
通
の
競
争
に
よ
っ
て
相
互
に
殺
し
合
う
か
ら
で
あ
る
。
森

が
低
木
林
を
侵
食
し
、
境
界
線
を
示
し
て
い
た
一
列
の
錆
び
鉄
杭
は
ず
い

ぶ
ん
以
前
か
ら
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
低
木
林
は
、
前

面
を
サ
ン
ザ
シ
で
護
衛
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
牧
草
地
を
侵
食
す
る
。
私

は
、
サ
ク
ラ
ソ
ウ
、
ス
ミ
レ
、
ラ
ン
、
そ
の
他
の
劣
勢
な
ハ
ー
ブ
を
保
護

す
る
た
め
に
、
成
長
し
す
ぎ
て
辺
り
を
睥
睨
す
る
植
物
を
刈
り
取
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
キ
イ
チ
ゴ
、
イ
バ
ラ
、
ツ
タ
が
生
い
茂
る
危
険
が
あ

り
、
私
の
壊
れ
や
す
い
保
護
区
は
す
ぐ
草
木
が
も
つ
れ
合
っ
て
足
の
踏
み

場
も
な
い
密
集
地
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
時
に
は
、
木
々
自
体

が
成
長
の
働
き
を
止
め
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
種

の
木
が
一
シ
ー
ズ
ン
の
間
一
斉
に
花
を
つ
け
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
翌
年

に
は
い
つ
も
生
存
競
争
が
再
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
エ
デ
ン

の
園
に
お
け
る
ア
ダ
ム
と
し
て
、
私
が
で
き
る
こ
と
と
言
え
ば
、
せ
い
ぜ

い
旺
盛
な
繁
殖
力
に
少
々
の
点
検
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
恥
じ
ら
い
な

が
ら
や
っ
て
く
る
新
来
種
の
、
ゲ
ル
ダ
ー
ロ
ー
ズ
や
ナ
ナ
カ
マ
ド
そ
の
他

の
繁
殖
を
促
す
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
来
種
は
、
機
会
が
あ

れ
ば
、
好
ま
し
い
多
様
性
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
す
べ
て
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
の
人
類
に
似
て
い
る
。
人
種
が
入
り
混

じ
っ
て
競
合
し
、
弱
者
は
追
い
や
ら
れ
、
外
来
者
は
寄
留
地
を
認
め
さ
せ

よ
う
と
し
、
す
べ
て
が
自
然
資
源
の
限
界
に
ま
で
突
進
す
る
。
し
か
し
も

し
恒
常
的
な
大
虐
殺
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
、
木
や
草
と
は
異
な

っ
て
、
自
己
抑
制
を
学
び
、
相
互
的
寛
容
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
我
々
は
た
び
た
び
自
然
の
排
除
法
則
を
克
服
し
て
き
た
。
そ
し
て
今

や
我
々
は
自
分
自
身
の
血
統
が
不
当
に
増
殖
す
る
こ
と
を
避
け
、
絶
滅
を

警
戒
し
な
が
ら
も
、
他
の
人
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
益
な
も
の
と
し
て
生

き
残
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
進
化
の
過
程
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
才
能
を

発
揮
す
る
多
様
性
を
創
造
す
る
こ
と
は
、
神
の
喜
び
で
あ
っ
た
。
人
類
は

今
や
、
物
理
的
な
意
味
で
も
知
的
な
意
味
で
も
、
再
統
合
の
道
を
歩
み
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
し
い
種
類
の
人
間
は
、
進
化
に
逆
ら
う
傾

向
が
生
み
出
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
入
手
可
能
な
構
成
要
素
を
す

べ
て
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
足
の
自
由
を
奪
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
極
め
て
重
要
な

何
か
が
欠
落
し
た
構
成
物
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
確
実

に
真
の
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
原
始
の
繁
殖
力
を
制

限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樹
木
の
よ
う
に
、
人
は
誰
で
も
、
世
界
に
居

住
す
る
た
め
に
、
未
授
精
の
精
子
細
胞
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

必
要
か
つ
十
分
な
こ
と
は
二
・
三
人
の
次
世
代
の
形
成
に
貢
献
す
る
こ
と

で
あ
る
。
実
り
多
い
繁
殖
を
目
指
す
神
の
命
令
は
、
十
分
に
守
ら
れ
て
き
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た
。
つ
ま
り
無
制
限
の
繁
殖
が
企
図
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

潜
在
力
を
持
っ
た
種
子
に
代
表
さ
れ
る
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
よ
り
質

の
高
い
創
造
的
な
活
動
へ
と
昇
華
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
性
的
衝
動
は
ほ

と
ん
ど
、
芸
術
、
科
学
、
そ
し
て
精
神
的
・
知
的
冒
険
と
い
っ
た
超
性
的

領
域
へ
と
方
向
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
価
値
あ
る
贈
り
物
は
、
次

元
の
低
い
満
足
の
形
式
の
追
求
に
浪
費
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
低
次
元
の

満
足
形
式
は
、
今
日
で
は
ま
だ
我
々
の
運
命
の
道
程
に
伏
在
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
新
し
い
業
績
に
寄
与
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
義
務
は
明
確
に

成
り
つ
つ
あ
り
、
義
務
は
権
利
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
不
幸
に
も
ヒ
ッ
ポ
の
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（St 

A
ugustine of H

ippo

）（
彼
自
身
は
決
し
て
独
身
主
義
者
で
は
な
か
っ
た

が
）
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
導
入
さ
れ
た
よ
う
な
、
マ

ニ
教
的
独
身
（M

anichean celibacy

）
制
度
を
称
賛
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
制
度
は
、
最
高
度
の
知
的
才
能
の
持
ち
主
の
血
統
を
産
出
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
一
般
的
特
典
を
妨
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ロ

ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
者
た
ち
に
、
奇
妙
な
逸
脱
行
為
や
不
可

能
な
教
理
と
い
う
形
の
無
数
の
害
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
に

は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
見
解
の
よ
う
に
、
結
婚
は
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て

望
ま
し
い
状
態
で
あ
り
、
独
身
生
活
は
規
則
の
結
果
で
は
な
く
、
個
人
的

性
向
の
結
果
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
人
口
過
剰
状
態
に
お
い
て

は
、
過
剰
な
誕
生
を
抑
え
る
こ
と
は
、
単
に
許
容
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
忘
れ
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
多
数
の
精
子
細

胞
の
内
の
一
個
に
、
新
し
い
生
命
過
程
を
開
始
す
る
機
会
を
与
え
な
い
だ

け
で
、
罪
な
ど
あ
り
え
な
い
。
い
か
に
初
期
段
階
の
形
態
で
あ
れ
、
細
胞

が
結
合
し
新
し
い
生
命
が
始
ま
れ
ば
、
事
柄
は
全
く
別
で
あ
る
。
堕
胎

は
、
例
外
は
あ
る
し
、
許
容
可
能
な
場
合
や
必
要
不
可
欠
な
場
合
が
あ
り

う
る
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
悪
で
あ
る
。

　

妥
当
な
原
理
は
、
本
能
の
自
然
な
働
き
を
通
し
て
の
自
己
実
現
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
本
能
は
よ
り
高
度
な
活
動
領
域
へ
の
昇
華
に
よ
っ
て
節

度
を
保
ち
、
不
自
然
な
逸
脱
を
避
け
、
子
孫
だ
け
で
な
く
配
偶
者
自
身
に

も
利
益
と
な
る
よ
う
家
系
を
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
社
会
の
枠
組

み
に
よ
っ
て
は
、
特
別
な
行
為
形
態
が
妥
当
な
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
標
準
は
生
涯
に
わ
た
る
一
夫
一
婦
婚
で
あ
り
、
家
族
的
結
合
の
維

持
が
十
分
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
幅
な
離
婚
の
自
由
は
、

社
会
的
崩
壊
の
特
徴
で
あ
る
。
離
婚
は
ご
く
ま
れ
な
最
後
の
救
済
策
で
あ

り
、
成
立
困
難
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
か
つ
て
は
厳
粛
な
法
手
続
き
で

あ
り
、
極
端
な
場
合
以
外
は
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
事
柄
が
、
効
率

本
位
の
専
門
家
に
よ
っ
て
、
機
械
的
に
形
式
を
満
た
す
だ
け
で
、
裁
判
官

が
ほ
と
ん
ど
注
目
す
る
価
値
の
な
い
事
項
に
成
り
下
が
り
、
金
銭
関
係
と

子
供
の
ケ
ア
に
関
す
る
付
随
的
な
事
柄
に
介
入
す
る
ペ
テ
ン
と
堕
し
て
し

ま
っ
た
。
例
外
的
に
困
難
な
事
例
に
対
す
る
備
え
は
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
例
外
は
い
つ
も
余
り
に
も
容
易
に
あ
ら
ゆ
る
水
準
の
低
下

の
言
い
訳
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現
今
の
放
縦
さ
は
か
な
り
引

き
締
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
の
結
合
は
、
家
族
団
の
強
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さ
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社

会
的
関
係
に
関
わ
る
こ
の
領
域
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
不
確
定
法
則
が
適

合
す
る
。
法
律
、
特
に
個
人
的
な
行
為
を
支
配
す
る
法
律
は
、
逃
れ
ら
れ

な
い
命
令
と
す
る
よ
り
も
指
標
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
例
外
は
真
に
例
外

的
な
も
の
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
唯
一
絶
対
の
も
の
は
、
普
遍
的
な
慈

悲
の
規
則
で
あ
り
、
そ
の
規
則
は
時
に
洞
察
の
た
め
の
最
大
の
努
力
を
必

要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
は
公
共
善
の
た
め
に
は
自
己
を
犠
牲
に
す

る
用
意
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
も
常
識
の
範
囲
内
に

お
い
て
で
あ
る
。
放
縦
と
狂
信
的
厳
正
の
中
間
が
、
通
常
通
り
、
最
善
で

あ
る
。

　

教
育
に
お
い
て
は
、
子
供
達
の
成
長
は
、
彼
ら
の
喜
ぶ
ま
ま
に
放
置
す

べ
き
で
は
な
く
、
彼
ら
が
身
に
つ
け
て
い
く
発
見
を
、
今
日
余
り
に
も
広

く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
よ
う
な
弛
緩
し
た
観
念
に
従
う
ま
ま
に
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
子
供
は
過
去
か
ら
蓄
積
さ

れ
た
英
知
の
指
標
を
失
っ
て
し
ま
う
。
子
供
達
は
行
為
や
信
念
に
関
す
る

明
確
な
標
準
に
よ
っ
て
し
つ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
特
定
の
宗
教
の
下

で
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
旦
、
彼
ら
が
理
解
の
で
き
る
年
齢

に
達
し
た
ら
、
彼
ら
が
規
則
を
疑
い
、
も
し
精
神
的
進
歩
に
と
っ
て
必
要

な
ら
他
の
信
念
や
見
解
を
採
用
す
る
こ
と
も
、
望
ま
し
く
不
可
欠
の
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
は
、
し
っ
か
り
と

根
付
い
た
判
断
基
準
に
基
づ
く
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家

の
伝
統
（the fam

ily ortholinon

）
に
対
す
る
尊
敬
は
、
当
た
り
前
の

こ
と
と
し
て
教
え
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
後
年
に
な
っ
て
特

別
な
状
況
の
下
で
そ
れ
に
反
抗
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
経
験
の
全
潮
流
に
逆

ら
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
は
、
ま
ず
過
去
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ

い
で
そ
れ
を
時
代
に
適
合
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
歩
し
て
き

た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
少
し
で
も
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ご

く
ま
れ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
教
育
は
生
涯
を
通
じ
て
継
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
マ
ス

コ
ミ
と
い
う
伝
達
方
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
意
見
を
流
し
続
け
る
こ
と

と
な
っ
た
が
、
そ
の
意
見
は
古
来
の
徳
の
基
礎
を
巧
妙
に
掘
り
崩
す
こ
と

に
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
賢
者
の
声
と
愚
者
の
声
と
邪
悪
な

声
が
入
り
混
じ
っ
て
奔
流
と
な
っ
て
流
れ
出
し
、
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
す

る
原
理
に
よ
っ
て
、
口
先
だ
け
の
人
々
や
二
流
の
人
々
に
黙
っ
て
従
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
的
操
作
の
新
し
い
技
術
は
、
ま

だ
最
近
の
も
の
な
の
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
い
ま
だ
正
当
に
評
価

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
技
術
の
実
践
者
は
、
自
分
た
ち
の
し
て
い
る
こ
と

を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
救
治
策
を
提
示
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
出
来
事
の
検
閲
や
当
局
に
よ
る
解
釈
と
い
う

形
の
制
御
は
、
批
判
し
抗
議
す
る
本
質
的
な
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
な

り
か
ね
ず
、
精
神
的
専
制
は
あ
ら
ゆ
る
コ
ス
ト
を
払
っ
て
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
脱
却
す
る
方
法
を
、
私
は

次
の
こ
と
以
外
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
新
聞
社
や
放
送
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局
を
支
配
し
て
い
る
人
々
が
、
最
高
道
徳
の
原
理
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ

り
、
彼
ら
が
上
品
さ
の
限
度
に
関
す
る
強
力
な
大
衆
の
意
見
に
支
持
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
や
思
想
を
公
的
に
調
達
す
る
人
々
の
職
業
は

い
ま
だ
新
奇
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
職
業
へ
の
参
入
が
、
適
正
な
基

準
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
好
ま
し
い
人
柄
と
言
葉
の

才
能
を
持
っ
た
人
な
ら
だ
れ
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

な
状
況
は
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
修
正
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
職
務
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
こ

と
、
こ
の
職
務
の
専
門
家
に
高
い
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら

が
、
仕
事
に
従
事
す
る
前
に
、
満
足
す
べ
き
程
度
の
公
平
性
と
能
力
と
道

徳
的
品
性
を
示
し
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
公
僕
の
よ
う
に
、
政
略
と
、
廣
池
が
「
イ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
も
の
を

超
克
す
べ
き
で
あ
る
。
公
共
意
識
（the com

m
on consciousness

）
の

進
化
的
進
歩
の
過
程
で
登
場
し
た
こ
の
新
し
い
道
具
を
破
棄
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
が
、
そ
の
道
具
の
使
用
法
は
発
展
さ
せ
洗
練
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
予
測
不
可
能
な
方
法
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
そ

の
悪
用
が
そ
り
落
と
さ
れ
、
凡
庸
で
有
害
な
画
一
性
を
特
色
と
す
る
勢
力

の
軍
門
に
下
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
章
で
は
、
多
く
の
こ
と
が
十
分
に
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
う
ら
み
が
あ

る
。
概
括
的
に
述
べ
る
に
は
主
題
が
広
範
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
少

な
く
と
も
、
問
題
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
考
察
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

お
い
て
道
徳
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
た
と
思
う
。

第
一
一
章　

来
た
る
べ
き
統
合

　

こ
こ
ま
で
我
々
は
主
と
し
て
国
家
的
規
模
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
。
そ
れ
ら
は
大
変
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
超
国
家
的
な
側
面

の
事
柄
を
無
視
し
た
こ
の
種
の
著
作
は
、
重
大
な
欠
陥
を
も
っ
た
も
の
と

言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
側
面
で
我
々
が
廣
池
の
著
作
か
ら
得
る
示
唆
は
少
な
い
。
彼
が
執

筆
し
た
の
は
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
末
期

に
国
家
主
義
が
極
点
に
達
し
た
時
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
ま
だ
絶
対
的
支

配
者
で
あ
っ
た
天
皇
の
下
の
国
民
と
し
て
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
世

界
的
視
野
を
欠
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　

モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
目
的
は
、
す
で
に
述
べ
た
精
神
と
方
法
と
に
よ

り
、
世
界
の
人
類
す
べ
て
に
、
伝
統
の
原
理
を
実
行
す
る
こ
と
を
要

求
し
、
ま
ず
は
個
々
人
に
、
次
に
す
べ
て
の
家
族
に
、
次
に
す
べ
て

の
組
織
に
、
次
に
国
全
体
に
、
そ
し
て
最
後
に
全
世
界
に
、
平
和
を

実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。（『
論
文
』
第
一
四
章
第
九
項
第
四
節
）

　
﹇
原
文
：
モ
ラ
ロ
ジ
ー
は
か
く
の
ご
と
き
精
神
と
方
法
と
を
も
っ

て
、
伝
統
の
原
理
を
全
世
界
の
人
類
に
開
示
し
、
も
っ
て
ま
ず
そ
の

個
人
の
精
神
に
安
定
を
与
え
、
次
に
そ
の
一
家
の
平
和
を
形
造
ら
し

め
、
次
に
各
団
体
内
部
の
平
和
を
形
造
ら
し
め
、
次
に
一
国
の
平
和



No. 83, 2019　114モラロジー研究

を
形
造
ら
し
め
、
更
に
進
ん
で
、
全
世
界
の
平
和
を
形
造
ら
し
め
ん

と
す
る
の
目
的
を
有
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。〔
⑦
二
七
九
頁
〕﹈

　

し
か
し
彼
の
国
際
組
織
に
対
す
る
意
見
は
低
調
で
あ
る
。『
論
文
』
第

一
五
章
第
一
項
第
三
節
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

最
近
、
国
際
連
盟
、
軍
縮
会
議
、
不
戦
条
約
な
ど
、
世
界
平
和
の

実
現
に
関
す
る
多
く
の
理
論
や
運
動
が
国
際
的
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
識
者
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
手
段
で
絶
対
的
な
世
界
平

和
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
い
か
に
し
て
最
も
確
実
に
世
界
の
永
久
平
和
を
実
現
す
る

か
が
、
今
日
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
の
解
決
策
は
、
帝
国
主

義
、
軍
国
主
義
、
あ
る
い
は
侵
略
原
理
の
基
本
的
な
観
念
で
あ
る
、

人
々
の
自
己
中
心
性
を
深
刻
に
反
省
さ
せ
る
に
足
る
学
問
や
教
説
に

よ
っ
て
、
人
類
を
新
し
く
開
発
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
で
あ

る
。
…
…
帝
国
主
義
の
基
本
的
な
観
念
で
あ
る
自
己
中
心
性
が
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
支
配
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
会
議
、
条
約
、

あ
る
い
は
規
制
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
方
策
で
も
、
表
面
的
な
手
段
は

す
べ
て
一
時
的
、
部
分
的
な
問
題
解
決
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ

る
。
…
…
最
高
道
徳
に
よ
っ
て
人
々
を
開
発
す
る
以
外
に
方
法
は
な

い
。

　
﹇
原
文
：
近
年
、
国
際
連
盟
・
軍
縮
会
議
・
不
戦
条
約
そ
の
他
世

界
平
和
の
実
現
に
関
す
る
理
論
お
よ
び
運
動
は
し
き
り
に
列
国
の
間

に
行
わ
る
る
も
、
こ
れ
に
よ
り
て
根
本
的
に
世
界
永
遠
の
平
和
の
実

現
を
見
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
識
者
の
認
む

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
の
根
本
的
に
世
界
永

遠
の
平
和
を
実
現
さ
す
る
と
こ
ろ
の
確
実
な
方
法
は
い
か
に
す
れ
ば

よ
ろ
し
い
か
と
い
う
問
題
が
存
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
こ
う

し
て
そ
の
問
題
の
解
決
は
、
右
の
帝
国
主
義
・
軍
国
主
義
も
し
く
は

侵
略
主
義
の
根
本
思
想
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
利
己
心
に
対

し
て
、
こ
れ
に
強
き
反
省
を
与
う
る
と
こ
ろ
の
学
問
若
し
く
は
教
説

を
も
っ
て
新
た
に
世
界
人
心
の
開
発
を
な
す
に
あ
る
。
…
…
帝
国
主

義
の
根
本
思
想
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
利
己
心
が
人
間
一
切

の
事
を
支
配
す
る
時
代
に
あ
り
て
は
、
す
べ
て
の
問
題
に
対
し
て
、

形
式
的
に
た
と
い
如
何
な
る
会
議
を
催
す
も
、
如
何
な
る
条
約
を
結

ぶ
も
、
も
し
く
は
如
何
な
る
法
律
を
規
定
す
る
も
、
そ
れ
は
た
だ
そ

の
問
題
の
一
時
的
且
つ
一
部
分
的
事
項
の
解
決
に
と
ど
ま
…
…
る
の

で
す
。
…
…
人
間
の
精
神
の
最
高
道
徳
的
開
発
に
よ
る
ほ
か
そ
の
方

法
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。〔
⑨
一
四
│
一
五
頁
〕﹈

　

人
は
こ
の
最
後
の
文
章
に
十
分
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
、
商

業
的
な
方
法
で
、
さ
も
な
け
れ
ば
平
和
的
な
方
法
で
競
い
合
う
非
侵
略
的

で
独
立
し
た
国
民
国
家
に
つ
い
て
廣
池
が
描
い
た
絵
は
、
そ
の
後
の
出
来

事
の
進
展
に
よ
っ
て
取
っ
て
替
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
め
る
で
あ
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ろ
う
。
廣
池
が
描
い
た
の
は
新
石
器
文
化
の
理
想
的
な
絵
で
あ
る
が
、
そ

の
文
化
は
、
基
本
的
な
変
化
も
ほ
と
ん
ど
な
く
数
万
年
間
続
い
た
が
、
廣

池
の
死
後
間
も
な
く
、
最
初
の
原
子
爆
弾
の
爆
発
に
よ
っ
て
終
結
し
た
。

今
日
手
に
入
れ
た
新
し
い
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
放
浪
・
狩
猟
・
収
集

の
生
活
が
定
住
・
農
業
・
交
易
活
動
へ
と
替
わ
っ
た
よ
う
な
、
劇
的
な
組

織
の
変
化
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
、
人
類
は
遅
々
と
し
て
認
め
よ
う
と

し
な
い
。
募
り
く
る
相
互
恐
怖
の
状
態
で
長
く
生
活
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
が
早
期
に
終
息
す
る
の
は
、
破
壊
に
よ
る
か
、
新
し
い
統

合
に
よ
る
し
か
な
い
。
我
々
は
今
日
ま
で
の
よ
う
な
や
り
方
を
さ
ら
に
数

年
以
上
続
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
新
し
い
力
を
古
い
考
え
に
適
応
さ
せ

よ
う
と
す
る
今
日
の
努
力
は
、
大
き
な
不
安
定
な
歪
み
を
生
じ
て
お
り
、

官
僚
た
ち
は
そ
の
歪
み
を
縮
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
調
停
で
き
な
い

で
い
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
終
息
す
べ
き
も
の
は
国
際
戦
争
ば
か
り
で
は
な
く
国
際
競

争
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
商
業
に
お
い
て
最
高
道
徳
が
大
成
功
を

収
め
た
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
私
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
の
成
員
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
過
大
評
価
を
し
な
い
よ
う
戒
め
ら
れ

た
。
彼
ら
は
、
た
ぶ
ん
謙
虚
に
、
彼
ら
の
影
響
は
日
本
の
あ
る
中
小
企
業

に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
言
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
外
者

に
は
、
彼
ら
の
原
理
と
、
西
欧
で
影
響
力
の
あ
る
大
会
社
が
採
用
し
て
い

る
原
理
と
の
間
に
は
、
類
似
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
彼
ら
の

影
響
は
彼
ら
が
想
像
す
る
以
上
に
大
き
く
、
あ
る
い
は
、
日
本
に
お
け
る

企
業
道
徳
の
一
般
原
理
は
、
最
高
道
徳
の
具
体
的
な
定
式
化
の
基
礎
を
な

す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
企
業
の
多

く
は
、
廣
池
の
原
理
、
あ
る
い
は
類
似
の
原
理
を
採
用
し
、
そ
う
し
て
彼

ら
は
効
率
性
と
競
争
力
を
増
し
、
市
場
を
優
秀
な
製
品
で
満
た
す
の
で
あ

る
。
英
国
が
人
の
真
似
を
し
て
、
日
本
企
業
の
よ
う
に
効
率
性
を
高
め
、

同
じ
よ
う
に
製
品
の
洪
水
を
放
置
す
る
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
良

質
で
は
あ
る
が
売
れ
な
い
製
品
が
有
り
余
り
、
事
業
は
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
ど
の
種
類
の
製
品
も
最
適
数
以
上
は
生
産
し
な

い
で
、
余
剰
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
他
の
も
の
に
振
り
分
け
る
た
め
の
計
画
が

必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
生
産
を
需
要
と
供
給
の
自
然
な
勢
力
の
働
き
に
委

ね
る
と
、
多
数
の
競
争
者
に
経
済
的
な
死
を
も
た
ら
し
、
私
が
前
章
で
記

述
し
た
よ
う
に
、
私
の
林
の
樹
木
が
浪
費
し
た
労
力
と
同
じ
よ
う
な
、
巨

大
な
浪
費
と
困
難
を
伴
う
だ
ろ
う
。
事
実
、
自
然
の
勢
力
は
無
情
で
、
一

個
の
ま
れ
な
生
き
残
り
が
望
む
通
り
に
、
過
剰
な
生
産
力
を
消
費
す
る
も

の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然
の
余
剰
の
上
に
生
存
し
て
い
る
。
人
は
こ
れ

以
上
自
分
自
身
の
余
剰
を
生
産
す
る
必
要
は
な
い
。
大
人
に
な
る
に
つ
れ

て
、
人
は
ゆ
っ
く
り
と
、
未
調
整
の
粗
野
な
活
動
を
合
理
的
な
計
画
に
替

え
る
こ
と
を
徐
々
に
学
ん
で
行
く
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
人
の
こ
の
試

み
は
充
分
に
成
功
を
収
め
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
財
政
の
誤
謬

と
、
究
極
的
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
社
会
主
義
の
実
験
が
、
こ
の
よ
う
な

試
み
の
足
か
せ
に
な
っ
て
き
た
。
財
政
の
誤
謬
は
、
受
け
容
れ
が
た
い
繁

栄
の
不
平
等
を
生
み
、
社
会
主
義
は
、
思
慮
を
欠
い
た
機
構
に
よ
る
停
滞



No. 83, 2019　116モラロジー研究

に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
我
々
は
な
ん
と
し
て
も
、
人
類
全
体
に
と
っ

て
、
過
剰
に
で
は
な
く
必
要
な
だ
け
生
産
で
き
る
よ
う
に
、
個
人
の
努
力

を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
崩
壊
著
し
い
現
在
の
国
家
の
枠
組
み
の
中
で

は
、
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
。
二
つ
の
傾
向
が
働
い
て
い
る
が
、
そ
の
二
つ

は
、
表
面
的
に
は
整
合
性
が
な
い
が
、
同
じ
原
因
に
よ
る
症
状
で
あ
る
。

一
つ
は
、
国
際
的
な
規
制
に
向
か
う
運
動
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
少
数

民
族
の
分
離
主
義
的
要
求
に
よ
る
国
家
の
解
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
順
に

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

世
界
帝
国
を
目
指
す
試
み
に
反
対
し
、
国
際
協
調
を
目
指
す
最
初
の
努

力
は
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
（the C

ongress of V
iena

）
が
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
（the F

rench R
evolution

）
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
冒
険
（the 

N
apoleonic adventure

）
に
起
因
す
る
混
乱
を
清
算
し
よ
う
と
し
た
時

に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
思
想
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
協
調

（the C
oncert of E

urope

）
で
あ
り
、
独
立
主
権
国
家
間
に
お
け
る
力

の
均
衡
を
確
保
し
平
和
を
招
来
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
に
関
わ
っ
た
主
権
国
家
の
多
く
は
専
制
的
か
つ
弾
圧
的
国
家
で
あ

り
、
内
部
の
民
主
的
圧
力
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
国
も
あ
り
、
軍
事
的
侵
略

を
こ
と
と
す
る
国
も
あ
っ
た
。
そ
の
思
想
全
体
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の

混
乱
の
も
と
で
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
次
い
で
登
場
し
た
の
が
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
国
際
連

盟
で
あ
っ
た
が
、
合
衆
国
自
体
が
自
ら
創
造
し
た
機
構
か
ら
撤
退
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
無
力
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
国
際
連
盟
の
構
成
員
は
、
い
か

な
る
侵
略
者
に
も
抗
し
て
結
束
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
国
民
国
家
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
失
敗
に
帰
し
た
の
は
、
勇
気
の
欠
如
か
ら
で
あ
り
、
と
り
わ

け
イ
タ
リ
ア
に
ア
ビ
ッ
シ
ニ
ア
（A

byssinia

）
へ
の
不
当
な
侵
略
を
思

い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
不
名
誉
な
失
敗
に
よ

る
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
狂
気
の
帝
国
主
義
が
第
二
次
世
界

大
戦
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
結
果
、
国
際
連
盟
が
息
を
吹
き
返
し
、
国
際

連
合
の
名
の
も
と
に
進
行
し
て
行
く
。
国
際
連
合
は
、
福
祉
、
健
康
お
よ

び
文
化
の
分
野
で
成
し
遂
げ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
成
功
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
社
会
の
好
戦
性
に
対
処
す
る
に
は
特
に
無
能
で
あ

る
。
国
際
連
合
は
、
国
家
を
構
成
員
と
す
る
と
い
う
同
様
の
欠
陥
を
保
持

し
た
ま
ま
で
あ
る
。
ど
の
国
家
も
規
模
や
重
要
性
に
関
係
な
く
平
等
な
発

言
権
（
拒
否
権
を
も
つ
国
の
権
力
に
は
従
属
す
る
）
を
持
ち
、
国
際
連
合

は
、
様
々
な
国
の
軍
隊
か
ら
派
遣
さ
れ
る
特
派
部
隊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
混
成
軍
隊
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
軍
隊
は
実
力
を
行
使

す
る
こ
と
は
な
く
、
調
停
的
効
果
以
上
の
も
の
を
持
た
な
い
。
あ
る
国
家

が
決
然
と
国
際
連
合
の
決
議
を
無
視
し
て
も
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な

く
、
そ
の
組
織
自
体
が
党
派
的
態
度
に
よ
る
欠
陥
を
孕
み
、
加
盟
国
の
身

勝
手
な
行
動
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
剥
奪
さ
れ
て
し
ま

う
。
旧
式
の
防
衛
条
約
が
急
増
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
こ
の
世
界
機

構
の
有
効
性
に
対
す
る
信
仰
が
広
く
行
き
渡
れ
ば
、
不
必
要
な
も
の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
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次
に
登
場
し
た
の
が
欧
州
経
済
共
同
体
（the E

uropean E
conom

ic 

C
om

m
unity

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
主
権
を
部
分
的
に
拠
出
し
、

限
定
的
な
能
力
を
も
っ
た
超
国
家
的
統
一
体
を
作
り
上
げ
た
点
で
、
一
定

の
前
進
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
限
定
的
な
能
力
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
の
域

内
で
は
国
家
に
と
っ
て
代
わ
る
機
能
を
持
ち
、
究
極
的
に
は
強
制
力
は
な

い
が
、
加
盟
国
に
共
通
の
法
を
適
用
で
き
る
法
廷
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

国
家
か
ら
は
独
立
し
個
人
の
選
挙
権
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
議
会
さ
え
存

在
す
る
が
、
そ
の
権
限
は
効
率
的
な
制
御
を
行
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
理
論
的
な
メ
リ
ッ
ト
は
な
く
は
な
い
が
、
加
盟
国
の
国
家

主
義
を
和
ら
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
加
盟
国
は
、
通
商
上
の
事
柄

に
つ
い
て
以
前
よ
り
も
激
し
く
言
い
争
う
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
主

な
欠
陥
を
三
点
挙
げ
れ
ば
、
他
の
世
界
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
原
理
の
狭
量
さ
で
あ
り
、
商
業
資
源
の
拠
出
に
失
敗
し
て
、
よ
り
包
括

的
な
金
融
と
言
う
幻
想
を
生
み
だ
し
さ
え
し
た
こ
と
で
あ
り
、
加
盟
国
の

自
己
利
益
の
温
存
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
制
度
は
、
伝
統
（an 

ortholinon

）
と
い
う
重
要
な
特
徴
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
加
盟

国
が
六
ヶ
国
、
十
ヶ
国
、
十
二
ヶ
国
に
な
ろ
う
と
、
物
質
的
目
標
に
限
定

さ
れ
た
人
為
的
な
議
会
に
は
誰
も
忠
誠
心
を
感
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

委
託
委
員
会
の
折
々
の
議
長
は
、
と
て
も
各
国
の
大
統
領
と
比
肩
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
巨
大
な
官
僚
機
構
の
長
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
象
徴
的
な
観
念
は
、
そ
れ
自
体
弱
く
曖
昧
で
、

共
同
体
の
外
側
に
は
広
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

十
分
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
共
同
体
が
提
供
す
る
不
十

分
な
解
答
は
、
よ
り
広
範
な
前
進
を
阻
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
は

不
適
当
だ
と
は
い
え
、
こ
の
共
同
体
は
、
進
化
的
発
展
に
さ
ら
に
適
合
し

た
未
来
の
組
織
体
の
可
能
性
を
種
子
と
し
て
内
に
秘
め
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

こ
の
逆
方
向
の
出
来
事
と
し
て
は
、
国
家
の
内
部
崩
壊
が
あ
る
。
こ
の

事
は
最
近
ま
で
植
民
地
や
保
護
国
で
あ
っ
た
国
の
事
例
を
見
れ
ば
極
め
て

分
か
り
や
す
い
。
大
体
、
十
八
世
紀
な
い
し
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
植
民

地
勢
力
は
領
土
を
で
た
ら
め
に
獲
得
し
て
い
っ
た
。
た
い
て
い
の
場
合
、

支
配
さ
れ
た
人
々
は
別
々
の
敵
対
し
合
う
部
族
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

彼
ら
の
単
な
る
結
合
は
、
新
し
い
支
配
者
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
彼
ら
の
支
配
が
撤
廃
さ
れ
る
と
、
部
族
間
の
敵
意
は
自
然
に
息

を
吹
き
返
し
、
ア
フ
リ
カ
で
顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
虐
殺
や
内
戦
を

引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
英
国
が
ム
ガ
ー
ル
帝
国
を
継
承
し
た
イ
ン

ド
で
さ
え
、
独
立
後
直
ち
に
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
二
つ
の
国
家
が
形

成
さ
れ
、
新
し
い
国
境
を
正
当
に
確
定
す
る
ま
で
の
過
程
の
最
終
段
階
を

急
ぎ
過
ぎ
た
こ
と
か
ら
、
嘆
か
わ
し
い
流
血
が
大
規
模
に
起
こ
っ
た
。
東

の
国
境
地
帯
で
は
、
イ
ン
ド
は
英
国
の
行
政
官
の
都
合
の
み
で
英
国
の
統

治
下
（the R

aj

）
に
含
ま
れ
て
い
た
領
土
を
獲
得
し
た
が
、
住
民
は
、
な

ぜ
イ
ン
ド
の
支
配
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
の
理
由
が
分
か

ら
ず
、
そ
れ
以
来
、
反
乱
状
態
に
あ
っ
た
。
ア
ー
リ
ア
人
の
北
部
（the 

A
ryan N

orth
）
と
ド
ラ
ビ
ダ
人
の
南
部
（the D

ravidian South

）
は
、
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英
語
を
唯
一
の
共
通
言
語
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
文
化
的
差
異

は
潜
在
的
な
不
安
定
要
因
で
あ
る
。
カ
リ
ブ
海
や
太
平
洋
に
お
け
る
あ
る

群
島
で
は
、
い
く
つ
か
の
小
島
の
住
民
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
統
治
に

は
満
足
し
て
い
た
が
、
よ
り
人
口
の
多
い
隣
の
島
の
支
配
を
受
け
入
れ
る

気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
そ
う
す
べ
き
特
別
の
理
由
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
忠
誠
を
誓
う
だ
け
の
伝
統
（ortholinon

）
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
問
題
は
も
っ
と
広
範
に
わ
た
っ
て
い
る
。
大
き
な
国
民
国
家
の

多
く
に
併
合
さ
れ
た
民
族
的
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
主
張
し
、
独
立
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
半
自
治
を
求
め
る
民
衆
の
声
は

高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
諸
島
（the B

ritish Isles

）
が

そ
の
主
な
例
で
あ
る
。
第
一
に
、
ケ
ル
ト
人
の
人
口
が
優
勢
な
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
大
部
分
は
、
仲
間
（
英
本
島
）
と
分
離
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
、
両
方
の
市
民
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
神
聖
な
本
島
と
の
関
係

で
論
理
的
に
は
反
抗
的
態
度
を
も
っ
て
対
立
し
合
う
こ
と
が
多
か
っ
た

が
、
感
情
的
に
は
相
互
に
相
手
を
よ
そ
者
と
し
て
遇
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
法
律
も
議
会
選
挙
に
関
す
る
事
柄
の
よ
う
な
こ
と
に
は
同
意
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
少
数
派
は
、
英
国

と
の
全
面
的
な
結
び
つ
き
に
ひ
ど
く
固
執
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
相
違
は

民
族
的
と
い
う
よ
り
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ア
ル
ス
タ
ー

地
方
の
人
々
（U

lsterm
en

）
は
主
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
か
ら
出
た
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
で
あ
り
、
暗
黒
時
代
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
移
住
し
、

十
七
世
紀
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
つ
ま
り
以
前
の
宗
教
形
態
を
保

持
し
続
け
た
時
代
遅
れ
の
人
と
し
て
、
戻
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
今
度

は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
住
民
の
い
く
ら
か
、
つ
ま
り
ケ
ル
ト
人
お
よ
び

ア
ン
グ
ル
人
（A

nglian

）（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ノ

ー
サ
ン
ブ
リ
ア
（N

orthum
bria

）
は
か
つ
て
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
ま
で
勢
力

を
伸
ば
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
）
の
一
部
が
、
お
そ
ら
く
理
性
的
と

は
い
え
な
い
や
り
方
で
、
独
立
性
の
拡
大
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
ら
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
君
主
国
（the Scottish M

onarchy

）
と

し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
一
六
〇
三
年
の
相
続
に
よ
っ
て
獲

得
し
、
北
か
ら
南
へ
と
移
動
を
開
始
し
た
の
で
、
植
民
地
化
勢
力
の
立
場

に
い
る
の
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー

ル
ズ
は
、
ケ
ル
ト
人
が
優
勢
で
あ
る
が
、
サ
ク
ソ
ン
人
や
ノ
ー
マ
ン
人
の

侵
入
地
帯
を
含
み
、
最
初
期
の
部
族
の
痕
跡
さ
え
留
め
て
お
り
、
一
度
も

結
合
力
を
持
っ
た
こ
と
の
な
い
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
同
じ
よ
う

に
主
張
し
、
ケ
ル
ト
語
の
再
拡
張
を
目
指
し
て
い
る
が
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の

場
合
は
、
ケ
ル
ト
語
が
廃
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
不
合
理

と
は
言
え
な
い
。
そ
の
ケ
ル
ト
人
が
住
む
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
南
西
端
で
あ

る
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
（C

ornw
all

）
で
さ
え
、
自
律
的
感
情
が
活
発
で
あ

り
、
他
方
、
か
つ
て
は
凶
暴
な
ブ
リ
ガ
ン
テ
族
（B

rigantes

）
の
領
土

で
あ
り
、
今
日
で
も
あ
る
程
度
民
族
的
独
自
性
を
保
っ
て
い
る
北
部
は
、

南
部
は
優
勢
過
ぎ
る
と
感
じ
て
お
り
、
地
域
政
府
〔
樹
立
〕
に
つ
い
て
考

え
始
め
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
非
常
に
中
央
集
権
的
な
権
威
に
よ
っ
て
制
圧

さ
れ
て
は
い
る
が
、
同
様
に
ブ
レ
ト
ン
人
が
反
抗
的
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

に
お
い
て
は
、
起
源
が
不
明
で
奇
妙
な
言
語
（
恐
ら
く
巨
石
文
明
の
残

滓
）
を
持
つ
バ
ス
ク
人
（the B

asques

）、
か
つ
て
独
立
し
て
い
た
カ
タ

ロ
ニ
ア
人
（C

atalans

）、
そ
し
て
ム
ー
ア
人
の
影
響
を
受
け
た
ア
ン
ダ

ル
シ
ア
人
（A

ndalusians

）
が
、
す
べ
て
自
己
主
張
し
て
い
る
。
イ
タ

リ
ア
で
は
、
北
部
ロ
ム
バ
ル
ト
人
（the Lom

bard

）
と
、
古
来
の
南
部

民
族
の
間
に
分
裂
が
存
在
す
る
。
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
は
、
構
成
民
族

に
分
割
さ
れ
て
久
し
い
が
、
一
部
に
は
ま
だ
民
族
的
な
地
域
主
義
が
残
っ

て
い
る
。
小
国
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
（Flem

ings

）
と

ワ
ロ
ン
人
（W

alloons

）
の
争
い
が
あ
る
。
そ
し
て
事
態
は
、
古
来
の
部

族
が
、
国
民
国
家
を
犠
牲
に
し
て
、
み
ず
か
ら
の
縦
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
な
が
ら
推
移
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
国
家
が
誕

生
す
る
過
程
で
は
、
国
民
国
家
は
一
度
潜
伏
し
た
後
、
諸
部
族
を
合
体
す

る
の
で
あ
る
。

　

以
前
の
独
立
要
素
が
再
出
現
す
る
こ
と
に
対
す
る
圧
力
が
な
い
と
こ
ろ

で
さ
え
、
新
し
く
や
っ
て
き
た
移
民
と
そ
の
子
孫
た
ち
が
同
化
に
失
敗
す

る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
民
族
的
な
相
違
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
特
有
の
衣
装
、
言
語
、
慣
習
を
保
持
し
、
そ
の
共
同
体

に
数
世
紀
前
に
や
っ
て
き
た
支
配
的
な
勢
力
に
よ
る
圧
迫
に
不
平
を
抱
く

か
ら
で
あ
る
。

　

同
じ
問
題
が
ど
の
国
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
常
に
国
家
伝
統
（a 

national ortholinon

）
に
対
す
る
忠
誠
の
失
敗
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、

こ
の
よ
う
な
縦
の
系
列
が
出
現
す
る
時
間
が
な
か
っ
た
場
合
も
あ
れ
ば
、

よ
り
深
層
に
あ
る
忠
誠
心
が
、
領
土
的
、
民
族
的
、
文
化
的
な
部
分
的
利

益
に
向
け
ら
れ
て
い
た
場
合
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
す
る
一
つ
の
理
由
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
人
を
例
外
と
す
れ
ば
、
容
易
に
見
出
さ
れ
る
。
終
焉
し
た
ば
か
り
の
新

石
器
文
化
の
戦
闘
指
導
者
の
局
面
に
お
い
て
は
、
統
治
は
本
質
的
に
封
建

的
な
も
の
で
あ
り
、
支
配
者
（the ruler

）
は
、
専
制
君
主
で
あ
れ
、
寡

頭
政
治
で
あ
れ
、
合
議
体
で
あ
れ
、
忠
誠
と
物
質
的
支
持
の
見
返
り
に
、

内
的
・
外
的
保
護
を
提
供
し
た
。
こ
の
よ
う
に
国
家
的
伝
統
は
封
建
的
思

想
と
織
り
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
外
的
保
護
は
消
失
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
無
用
な
武
器
で
恐
る
べ
き
武
装
を
施
し
た
高
価
な

軍
隊
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
幻
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
陰
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
民
族
全
体
を
破
壊
す
る
力
を
持
っ
た
多
様
な
国

家
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
効
果
的
な
防
衛
策
は
な
く
、
我
々
は
無
防

備
さ
を
隠
す
た
め
に
は
、
自
画
自
賛
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
煙
幕
を
張
っ
た

り
、
広
範
な
破
局
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
少
数
の
国
家
は
生
き
残
っ
て
、
し

ば
ら
く
哀
れ
な
野
蛮
な
状
態
を
引
き
ず
り
な
が
ら
存
続
で
き
る
よ
う
に
す

る
空
し
い
努
力
が
な
さ
れ
た
り
す
る
。
同
時
に
、
組
織
犯
罪
、
外
国
人
暗

殺
者
、
そ
し
て
非
公
式
団
体
が
掌
握
す
る
無
責
任
勢
力
に
よ
っ
て
、
国
内

の
安
全
は
減
少
す
る
。
も
は
や
国
民
は
、
国
民
国
家
の
保
護
の
も
と
で
安

全
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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保
護
が
取
り
去
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
境
界
が
日
に
日
に
妥
当

性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
科
学
技
術
が
距
離
の
障
壁
を
取
り
除

き
、
世
界
規
模
の
活
動
分
野
を
も
っ
た
組
織
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
見
た
よ
う
に
、
進
化
の
力
は
、

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
す
、
人
類
を
単
一
の
巨
大
な
混
合
物
に

圧
縮
し
つ
つ
あ
る
。
国
民
国
家
の
衰
退
は
避
け
ら
れ
な
い
。
忠
誠
や
忠
義

に
対
す
る
封
建
的
動
機
は
失
わ
れ
、
個
人
は
手
近
に
あ
る
勢
力
に
奉
仕
す

る
見
返
り
に
、
そ
の
勢
力
か
ら
の
保
護
を
求
め
る
。

　

人
類
の
置
か
れ
た
状
況
の
変
化
は
複
雑
な
要
因
を
も
た
ら
し
、
ど
れ
か

一
つ
を
唯
一
の
要
因
だ
と
主
張
す
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と

が
、
分
離
主
義
的
傾
向
が
登
場
す
る
主
要
な
原
因
で
あ
る
と
、
私
は
信
じ

る
。
個
人
は
、
自
分
自
身
の
小
さ
な
言
語
集
団
や
独
自
の
宗
教
的
宗
派
、

あ
る
い
は
自
分
自
身
の
職
業
集
団
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
安
全
を
感
じ

る
の
で
あ
っ
て
、
う
つ
ろ
さ
を
増
す
国
家
機
構
の
よ
う
な
も
の
や
、
見
た

と
こ
ろ
非
人
道
的
な
巨
大
集
団
と
思
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
安
全
を
感
じ

る
の
で
は
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
く
れ
ば
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
も
し
上
記
の
こ
と
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
君
主
制
や
政
治

体
制
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
用
で
あ
る
と

言
う
こ
と
、
あ
る
い
は
我
々
が
過
去
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
す
べ
て
捨
て
去

っ
て
、
再
出
発
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
事
態
は
そ
の
よ
う
に
は
運
ば
な
い
。
権
力
構
造
は
変
わ
っ
て
も
、
道

徳
的
価
値
は
絶
対
で
あ
っ
て
、
物
質
的
環
境
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
元
型
（the archetypes

）
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
型
は
人
々
の
共
通
意
識
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
人
類
の
永
い
歴

史
と
共
に
成
長
し
て
き
た
。
そ
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
今
終
息
し
た
ば
か

り
の
新
石
器
文
化
は
、
一
段
階
に
過
ぎ
な
い
。
変
化
は
包
括
的
な
も
の
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ
も
適
応
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
何
ら
か
の

理
論
的
な
青
写
真
か
ら
の
全
く
新
し
い
出
発
は
決
し
て
存
在
し
な
い
。
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
法
律
的
な
紐
帯
は
崩
壊
し
て
も
心
理

的
な
結
び
つ
き
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
こ
と
は
、
実
際
上
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
。
つ

ま
り
保
護
の
目
的
で
受
け
入
れ
た
規
則
の
封
建
的
要
素
は
放
棄
さ
れ
る
運

命
に
あ
っ
て
も
、
伝
統
（ortholinon

）
と
い
う
精
神
的
要
素
は
持
続
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
確
立
さ
れ
て
一
世
紀
に
も
満
た

な
い
新
し
い
進
化
的
見
解
に
も
適
合
す
る
。
過
去
の
時
代
に
お
い
て
は
、

権
力
は
、
天
空
の
堅
固
な
ア
ー
チ
型
天
井
の
上
に
存
在
す
る
擬
似
物
理
的

な
天
国
に
住
ま
う
神
か
ら
降
り
下
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
全
能

の
支
配
者
が
命
令
を
発
す
る
と
、
永
遠
の
苦
悩
と
と
も
に
そ
れ
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
世
の
支
配
者
は
神
の
命
令
を
反
映
す
る
淡
い

蔭
で
あ
っ
て
、
天
国
を
構
成
す
る
大
天
使
や
天
使
と
同
等
の
も
の
と
目
さ

れ
る
廷
臣
や
役
人
と
い
う
従
僕
を
上
か
ら
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
観
念
は
次
の
よ
う
な
理
解
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
神
は
通
常
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
下
へ
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と
い
う
よ
り
は
、
内
か
ら
外
へ
と
向
か
っ
て
事
物
に
働
き
か
け
る
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
な
っ
た
。
進
歩
は
、
内
的
成
長
に
よ
っ
て
遺
伝
的
特
質
を
活

用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
遺
伝
的
特
質
は
通
常
は
ゆ
っ
く
り
と
発
達
す

る
が
、
時
に
は
加
速
度
的
な
活
動
の
爆
発
に
よ
っ
て
発
達
す
る
こ
と
も
あ

る
。
戦
闘
と
強
制
に
関
係
す
る
世
俗
的
権
力
の
時
代
は
古
く
、
も
は
や
妥

当
な
も
の
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
の
こ
と
は
ご
く

自
然
で
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
伝
統
（the national 

ortholinon

）
こ
そ
が
、
実
は
内
か
ら
外
へ
の
進
化
的
運
動
に
お
け
る
成

長
点
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
国
家
伝
統
は
共
同
体
の
精
神
的
自
覚

を
象
徴
し
、
神
の
促
し
の
焦
点
と
し
て
働
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
正
義
の
剣
を
携
え
た
戦
闘
指
導
者
の
姿
は
、
創
造
的
活
動
と
の
象
徴

的
結
合
と
い
う
、
古
く
か
ら
の
、
し
か
し
今
日
で
は
よ
り
重
要
な
観
念
に

と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

英
国
に
お
い
て
は
、
王
位
が
す
で
に
権
力
的
概
念
を
大
幅
に
放
棄
し
て

い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
、
上
記
の
必
要
な
移
行
は
は
る
か
に
容
易

に
行
わ
れ
る
。
王
位
は
今
日
に
至
る
ま
で
権
力
の
形
式
的
源
泉
に
留
ま
っ

て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
す
で
に
政
体
上
の
慣
習
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
力

は
事
実
上
、
民
主
的
組
織
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
聖
な
る
王
職

（sacred kingship

）
と
い
う
精
神
的
要
素
が
、
か
な
り
の
程
度
、
現
世

的
支
配
と
い
う
旧
式
の
概
念
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
不
確
定
性
の
原
理

の
求
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
完
結
す
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。
正
常
な
目
的
に
つ
い
て
は
す
べ
て
不
明
で
あ
る
が
、
進
化
的
ス

パ
イ
ラ
ル
の
次
の
順
番
に
は
、
現
世
的
権
力
が
再
び
成
長
す
る
可
能
性
の

種
子
が
ど
こ
か
に
残
存
し
て
い
る
に
相
違
な
く
、
そ
の
種
子
は
い
ま
だ
想

像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
分
別
な
仕
方
で
成
長
し
て
い
く
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
夜
明
け
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
は
、
事
柄

の
自
然
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
、
順
次
に
よ
り
高
度
な
状
態
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
、
創
造
の
計
画
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
無
限
に
そ
れ
を
繰
り
返
す

に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
我
々
は
、
理
解
の
地
平
を
超
え
た
領
域
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
詮

索
す
る
よ
り
も
、
い
ま
始
ま
り
つ
つ
あ
る
時
代
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
に

つ
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
課
題
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
い

る
。
組
織
的
戦
争
の
観
念
や
手
段
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
廃

棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
必
要
不
可
欠
な
第
一
ス
テ
ッ
プ
で
あ

り
、
も
し
そ
れ
に
失
敗
す
れ
ば
、
我
々
の
想
像
は
す
べ
て
無
効
と
な
り
、

神
が
永
遠
の
目
的
に
適
う
他
の
よ
り
賢
明
な
手
段
を
展
開
す
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

起
こ
り
う
る
衝
撃
は
余
り
に
も
大
き
い
に
相
違
な
く
、
我
々
を
新
し
い

意
識
へ
と
駆
り
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
衝
撃
に
対
し
て
、
今
日

で
は
我
々
に
は
心
理
的
な
準
備
が
出
来
て
い
る
。
こ
こ
で
日
本
に
お
け
る

禅
仏
教
の
実
践
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
当
を
得
て
い
る
。
禅
の
導
師

は
、
弟
子
が
悟
り
に
近
づ
い
て
い
る
と
思
う
と
、
突
然
、
警
策
で
一
撃
を

加
え
た
り
、
大
声
を
発
し
た
り
す
る
。
こ
の
衝
撃
は
、
最
終
的
な
障
壁
を

乗
り
越
え
、
急
激
に
自
己
実
現
を
促
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
普
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遍
的
な
人
類
意
識
（the general consciousness of hum

anity

）
の
発

展
に
お
い
て
も
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
期
待
し
て
も
よ
い
。
も
っ
と
も
そ
の

警
策
が
核
惨
事
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
は
あ
る
が
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
精
神
の
結
集
力
は
、
古
い
シ
ス
テ
ム
の
う
つ

ろ
さ
を
広
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
抵
抗
地
帯
が
残
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗

地
帯
と
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
中
石
器
時
代
の
原
住
民
の
居
留
地
に
比

す
べ
き
、
新
石
器
時
代
の
生
き
残
り
の
居
留
地
に
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
居
留
地
の
候
補
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人

居
留
地
を
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
自
己
自
身
の

明
快
な
実
利
的
思
考
に
囚
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
も
っ
と
も
私
は
こ
の
よ

う
な
運
命
が
彼
ら
を
待
ち
受
け
て
い
る
と
は
思
い
た
く
は
な
い
。
ま
た
人

は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
領
土
的
強
迫
観
念
に
取
り
つ
か
れ
た
シ
オ
ン
主

義
者
（the Zionists

）
に
対
し
て
も
恐
れ
を
抱
く
に
違
い
な
い
。
も
っ

と
も
こ
の
強
迫
観
念
は
、
さ
ら
に
新
た
な
破
滅
と
離
散
を
引
き
起
こ
す
可

能
性
は
は
る
か
に
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
人
類
学
研
究
の

興
味
あ
る
対
象
と
な
る
進
化
的
残
存
断
片
と
し
て
、
昨
日
の
未
開
部
族
と

同
様
な
運
命
を
た
ど
る
生
き
残
り
は
、
ほ
か
に
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。

　

あ
ら
ゆ
る
意
図
や
目
的
に
対
す
る
力
の
優
位
の
観
念
が
廃
棄
さ
れ
、
そ

れ
と
共
に
国
家
間
の
競
争
へ
の
衝
動
も
必
然
の
結
果
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た

と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
時
、
我
々
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
指
標
は
、
間

違
い
な
く
廣
池
の
最
高
道
徳
の
原
理
で
あ
り
、
特
に
伝
統
（ortho-

linons

）
の
観
念
で
あ
る
。
伝
統
は
、
元
型
を
具
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

過
去
と
の
本
質
的
な
絆
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
当
な
断
絶
も
な

く
、
我
々
を
未
来
の
発
展
へ
と
導
い
て
く
れ
る
も
の
に
違
い
な
い
。
精
神

的
伝
統
も
同
様
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
し
、
家
の
伝
統
や
様
々
な
副
次
的

な
準
伝
統
（quasi-ortholinons

）
も
同
様
で
あ
る
。
国
の
糸
（the 

national threads

）
だ
け
は
若
干
の
再
構
成
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
旦
、

外
的
勢
力
の
観
念
が
廃
棄
さ
れ
る
と
、
国
民
国
家
は
自
然
的
な
集
団
と
な

り
、
国
境
は
望
ま
し
い
程
度
の
曖
昧
さ
を
残
し
な
が
ら
調
整
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
あ
る
構
成
員
が
自
分
た
ち
の
独
自
性
を
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な

る
と
、
彼
ら
の
ま
っ
す
ぐ
な
糸
は
何
ら
か
の
新
し
い
系
列
に
編
み
直
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
余
り
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な

く
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
国
の
伝
統
は
、
レ
ベ
ル
を
異
に

す
る
二
つ
の
形
態
へ
と
分
岐
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
狭
く
強
烈
で
半

ば
部
族
的
な
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
英
国
の
王
位
（the 

B
ritish C

row
n

）
が
大
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
（an enlarged W

essex

）
の
精

神
的
焦
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

超
国
家
的
な
形
態
で
あ
る
。
後
者
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
共
同
体

に
と
っ
て
も
必
要
な
も
の
は
、
人
々
の
精
神
的
認
識
を
、
元
型
の
具
現
者

で
あ
る
理
想
的
代
表
者
に
結
晶
化
す
る
参
照
点
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
世
界
の
諸
組
織
は
明
ら
か
に
こ
れ
を
欠
い

て
い
る
。
こ
の
故
に
、
共
通
の
理
念
へ
の
結
合
や
忠
誠
心
は
存
在
せ
ず
、

た
だ
普
遍
的
な
同
胞
愛
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
感
情
が
あ
る
だ
け
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で
、
実
際
上
は
、
誰
も
が
そ
れ
を
ぶ
ち
壊
す
こ
と
が
余
り
に
も
多
い
の
で

あ
る
。
論
争
の
多
い
継
承
問
題
に
煩
わ
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
連
続
的
な
糸

（a continuous thread

）
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
安
定
的
要
素
を
提
供
す
る
も
の
に
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

私
は
三
つ
の
選
択
肢
し
か
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
選
挙
で
選
ば
れ
た
大
統

領
で
あ
り
、
宗
教
組
織
の
長
で
あ
り
、
聖
な
る
家
族
で
あ
る
。

　

第
一
の
選
択
肢
は
受
け
容
れ
可
能
な
最
低
限
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世

の
大
統
領
の
任
命
は
終
身
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
選
挙

は
困
難
な
事
柄
で
あ
り
、
論
争
を
生
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
不
満
を
残
す

可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
大
統
領
に
選
ば
れ
る
人
は
、
派
閥
争
い
の
産
物

と
し
て
の
無
能
力
さ
を
す
べ
て
身
に
ま
と
っ
た
老
齢
の
政
治
家
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
頭
首
は
あ
り
う
る
が
、
活
力
の
あ
る
カ
リ
ス
マ
を
欠
い
て
お

り
、
一
人
の
頭
首
が
死
去
し
そ
の
後
継
者
が
見
つ
か
る
ま
で
に
は
長
い
空

白
が
生
ず
る
だ
ろ
う
。
宗
教
的
指
導
者
の
場
合
も
、
事
情
は
少
し
異
な
る

が
、
同
様
に
不
満
足
な
も
の
で
あ
る
。
唯
一
可
能
な
候
補
は
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
の
法
王
（the R
om

an C
atholic Pope

）
で
あ
る
が
、
彼
は
再

結
合
を
果
た
し
た
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教
主
で
は
あ
り
え
て
も
、
少
数
派
の

利
益
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
他
の
宗
教
に
と
っ
て
は
受

け
入
れ
難
く
、
自
己
自
身
の
組
織
の
伝
統
（the ortholinon

）
と
し
て

行
動
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
足
か
せ
を
負
う
だ
ろ
う
。
聖
職
者
に
現
世

的
権
威
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
そ
の
権
威
は
主
と
し
て
精
神
的
な
も
の
で

あ
る
と
断
定
さ
れ
る
場
合
で
も
、
と
に
か
く
賢
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
聖

職
者
の
機
能
は
、
人
へ
の
神
の
解
釈
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、

良
心
の
原
理
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
理
を
実
践
に

移
す
仲
介
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
聖
職
者
は
必
要
な
要
素

で
は
あ
る
が
、
監
視
と
批
判
の
焦
点
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。
過
去
に

お
い
て
神
権
政
治
が
う
ま
く
機
能
し
た
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
神
権
政
治

が
頑
迷
で
尋
問
主
義
的
に
な
る
傾
向
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
の
選
択
肢
は
王
室
や
皇
室
で
あ
る
。
王
室
や
皇
室
は
、
継
承
に
関

す
る
内
的
規
定
を
持
ち
、
日
常
業
務
の
運
営
か
ら
は
距
離
を
置
い
て
い
る

が
、
儀
式
的
・
象
徴
的
な
方
法
で
行
為
し
、
生
を
享
け
た
と
き
か
ら
共
同

体
の
精
神
的
本
質
と
一
体
に
な
る
よ
う
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
第
三
の
選

択
肢
に
関
す
る
難
点
は
、
担
う
べ
き
負
担
が
個
人
に
と
っ
て
は
大
き
す
ぎ

る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
す
べ
て
の
個
人
が
必
要
な
標
準
を
満
た
す
資
格

が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
般
人
よ
り
は
る
か
に
不
自
由
な
生
活
を
償
う

だ
け
の
制
限
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
大
変
な
自
己
規
律
や
多
大
の
自
己
犠

牲
に
は
、
大
き
な
名
誉
が
付
随
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衰
え
て
こ
の
よ

う
な
重
い
課
題
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
高
齢
に
な
っ
て
そ

の
課
題
を
次
に
譲
り
渡
し
て
い
く
運
命
に
あ
る
継
承
者
の
た
め
に
、
何
ら

か
の
規
定
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
の
皇
室
、
そ

し
て
少
な
く
と
も
最
近
の
英
国
の
王
室
は
、
そ
の
役
割
に
対
す
る
要
求
を

十
分
に
満
た
し
て
き
た
。
こ
れ
は
受
容
可
能
な
選
択
肢
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

さ
ら
に
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
要
因
が
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ



No. 83, 2019　124モラロジー研究

る
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
共
通
意
識
（th

e com
m

on 

consciousness

）
の
説
得
力
（the persuasive force

）
が
い
か
に
強
く

て
も
、
計
画
（planning

）
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
計
画
は
、
た
と
え

穏
当
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
の
強
制
力
を
伴
う
必
要
が
あ
る
。

計
画
者
が
い
つ
も
正
し
い
と
は
言
え
な
い
し
、
あ
る
程
度
の
軋
轢
は
避
け

ら
れ
ず
、
結
果
と
し
て
旧
来
の
権
力
構
造
に
戻
ろ
う
と
す
る
誘
惑
が
生
じ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
専
制
政
治
や
寡
頭
政
治
へ
と
進
展
し
て
い
く
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
抑
制
を
怠
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
経
験

し
た
ど
の
よ
う
な
政
体
よ
り
も
圧
政
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
何
ら
か

の
独
立
し
た
価
値
基
準
（som

e independent standard of values

）、

つ
ま
り
行
政
権
力
に
よ
る
強
制
を
受
け
な
い
儀
礼
的
頭
首
（the 

cerem
onial head

）
だ
け
が
提
供
で
き
る
よ
う
な
価
値
基
準
に
訴
え
る

よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
系
統
上
の
頭
首
（the lineal 

�gurehead

）
は
、
で
き
る
だ
け
完
全
に
政
治
か
ら
は
切
り
離
す
べ
き
で

あ
る
が
、
も
し
政
治
や
計
画
が
著
し
く
常
軌
を
逸
し
て
、
従
属
で
は
な
く

支
配
す
る
立
場
に
回
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
頭
首
は
最
後
の
手
段
と
し

て
精
神
的
勢
力
（the spiritual forces

）
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
前
兆
は
、
す
で
に
あ
の
特
有
で
は
あ
る
が
示

唆
的
な
制
度
、
英
連
邦
（the B

ritish C
om

m
onw

ealth of N
ations

）

に
見
ら
れ
る
。
こ
の
英
連
邦
は
、
少
数
の
残
存
す
る
植
民
地
や
保
護
領
を

例
外
と
す
れ
ば
、
非
常
に
異
質
な
独
立
国
家
の
集
合
体
で
あ
っ
て
、
す
べ

て
の
大
陸
に
広
が
り
、
そ
れ
を
結
合
す
る
き
ず
な
は
、
立
憲
君
主
の
形
態

で
も
あ
り
連
邦
の
象
徴
的
元
首
で
も
あ
る
国
王
（the C

row
n

）
で
あ
る
。

そ
の
構
成
国
は
自
由
で
あ
り
、
彼
ら
の
政
治
は
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
り
相

互
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
理
論
上
と
言
う
よ
り
実
際
上
の
話
し

合
い
に
参
集
し
、
あ
る
程
度
の
結
合
を
達
成
し
、
国
家
主
義
が
跋
扈
す
る

混
沌
と
し
た
世
界
に
安
定
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
共
通
の
要
因
は
、
女
王

に
象
徴
さ
れ
る
正
義
と
道
徳
の
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
新
し
い
時

代
が
要
求
す
る
よ
う
な
形
態
で
あ
り
、
力
を
感
化
と
協
調
に
置
き
換
え
、

象
徴
的
頭
首
（a sym

bolic head

）
が
共
有
の
理
念
（a shared ideal

）

の
焦
点
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
。

　

英
連
邦
が
論
証
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
や
人
種
や
歴
史
の
多
様
性
が
大

き
く
て
も
、
人
々
は
こ
の
種
の
緩
や
か
で
権
威
主
義
的
で
な
い
連
携

（loose and non-authoritarian association

）
の
も
と
に
結
合
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
国
家
が
連
邦

に
加
入
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
究
極
の
運

命
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
は
こ
れ
が
早
急
の
解
決
策
と
し
て
採
用
さ
れ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
非
常
に
疑
問
に
思
っ
て
い
る
。
事
柄
は
段
階
を
踏

ん
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
過
程
で
連
邦
そ
の
も
の
が
異
な
っ
た

性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
最
初
の
段
階
は
恐
ら
く
、
世
界

中
で
ほ
ぼ
地
域
ご
と
に
広
が
っ
て
い
る
同
じ
形
態
の
連
邦
が
相
互
に
連
携

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
皇
室
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

連
邦
を
形
成
す
る
た
め
の
明
白
な
伝
統
的
頭
首
（ortholineal head

）
で
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あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
王
室
は
、
以
前
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
た
ス
ペ

イ
ン
語
圏
の
伝
統
（ortholinon

）
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
は
、（
も
し
十
八
世
紀
に
自
治
領
と
し
て
の
地
位
が
創
案

さ
れ
て
い
た
ら
、
お
そ
ら
く
捨
て
去
る
こ
と
の
な
か
っ
た
）
威
厳
と
権
威

を
失
わ
ず
に
、
英
連
邦
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
の
地
域

に
お
い
て
は
、
今
日
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
の
影
響
下
に
あ
る
地
域
や
中
東

の
イ
ス
ラ
ム
諸
国
の
よ
う
な
も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸

国
に
お
い
て
は
、
系
列
的
頭
首
の
権
威
（the lineal headship

）
と
な

る
明
白
な
家
族
の
候
補
は
見
当
た
ら
な
い
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
聖
な
る

家
族
を
指
名
す
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
聖
な
る
家
族

は
、
む
し
ろ
信
頼
で
き
る
徳
の
系
列
（lines of authenticated virtue

）

と
し
て
出
現
す
る
は
ず
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
概
論
を
論
ず
る
際
に
は
、
特
定
の
解
答
を
提
案
す
る
こ
と
は
、
不
必

要
で
あ
る
し
、
お
そ
ら
く
望
ま
し
い
こ
と
で
も
な
い
。

　

す
で
に
提
案
し
た
よ
う
な
地
域
連
邦
連
合
（associated regional 

com
m

onw
ealths

）
の
よ
う
な
組
織
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
名
目
上

の
長
は
、
す
で
に
マ
レ
イ
シ
ア
で
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
複
数
の
系
列

的
首
領
（lineal heads

）
が
交
代
で
保
持
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

マ
レ
イ
シ
ア
で
は
、
多
数
の
王
室
の
系
列
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
の
体
現

者
、
す
な
わ
ち
以
前
の
マ
レ
ー
連
邦
国
家
の
ス
ル
タ
ン
（the Sultans of 

the form
er Federated M

alay States

）
が
、
定
め
ら
れ
た
期
間
、
名
目

的
な
支
配
権
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
取
り
決
め
は

恐
ら
く
過
渡
的
な
も
の
で
あ
り
、
終
局
的
に
は
単
一
の
系
列
を
採
用
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
事
態
に
な
ろ
う
と
、
初
期
の
段
階

で
は
な
ん
ら
か
の
変
則
や
不
調
和
が
起
こ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
こ
れ

ら
は
特
定
の
理
論
的
政
体
を
押
し
付
け
る
前
に
、
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
の
一

部
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
だ
れ
も
未
来
の
形
態
を
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
新
し
い
統
合
の
形
成
へ
向
け
て
実
に
多
く
の
要
因
が
働
い
て
い

る
。
そ
の
一
つ
は
、
現
在
の
緊
張
の
潜
在
的
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
民
族

の
統
合
で
あ
る
。
他
の
所
で
も
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
人
種
は
生
物
学

的
好
奇
心
の
対
象
で
あ
る
。
別
の
新
し
い
種
へ
と
多
様
に
分
化
す
る
通
常

の
プ
ロ
セ
ス
は
阻
止
さ
れ
、
今
日
働
い
て
い
る
強
力
な
統
合
力
の
影
響
下

で
、
肌
の
色
や
特
徴
を
異
に
す
る
人
々
が
新
た
に
登
場
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
や
が
て
混
血
に
よ
っ
て
新
し
い
優
勢
な
民
族
（race

）
が

誕
生
し
、
す
べ
て
の
民
族
の
長
所
を
結
合
し
て
、
究
極
的
に
今
日
栄
え
て

い
る
民
族
を
凌
駕
す
る
と
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
在
の
繁
殖
の
多

様
化
（diversi�cation of breeding

）
は
、
必
要
な
変
化
を
も
た
ら
す

た
め
の
望
ま
し
い
基
盤
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考

え
か
ら
し
り
込
み
し
た
く
な
る
の
も
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
だ
れ
も
廃
れ

ゆ
く
民
族
の
一
員
で
あ
る
と
は
認
め
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私

は
、
そ
れ
以
外
に
、
相
互
不
信
に
陥
っ
て
い
る
民
族
の
存
在
を
許
し
て
き

た
固
有
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
方
法
を
知
ら
な
い
。
も
し
進
化
の
潮
流
が

そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
強
力
に
流
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
流
れ
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に
溶
け
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
犠
牲

に
し
て
も
、
よ
り
高
度
の
何
も
の
か
を
生
み
だ
す
営
み
（the 

production of som
ething on a m

ore advanced level

）
に
参
画
し
た

い
と
望
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
生
ま
れ
変
わ
り
が
事
実
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
我
々
の
多
く
は
新
し
い
民
族
の
構
成
員
と
し
て
再
登
場
す
る
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
私
は
移
民
の
流
入
を
平
静
に
受
け
止
め
て
い
る
。
そ

れ
は
神
の
計
画
を
実
現
す
る
一
段
階
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

上
記
の
事
柄
に
対
す
る
答
え
が
何
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
形
態
の
集
合
意

識
（collective consciousness
）
を
生
み
だ
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

が
、
今
日
そ
の
始
ま
り
は
す
で
に
現
れ
て
お
り
、
新
し
い
進
化
的
推
進
力

（the new
 evolutionary thrust

）
を
結
集
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
た
ら

そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
は
そ
の
集
合
意
識
に
よ
っ
て
、
衝
突
し
合

う
権
威
に
よ
る
古
い
秩
序
が
、
真
の
固
有
の
民
主
主
義
（a true 

inherent dem
ocracy

）
に
完
全
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
で
あ

ろ
う
。
こ
の
真
の
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
武
力
に
よ
る
紛
争
は
概
念
上

不
可
能
で
あ
り
、
全
般
的
な
福
利
計
画
（planning for the general 

bene�t

）
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
必
要
性
が
基
本
的
生
活
形
態
（the 

basic pattern of life

）
の
重
要
な
要
素
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

一
方
そ
の
間
、
よ
り
下
位
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
多
様
化
が
促
進
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
一
領
土
内
に
お
い
て
は
、
共
通
の
便
宜
を
提
供
す

る
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
協
働
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
相

互
に
独
立
し
た
法
律
や
系
列
的
頭
首
を
保
持
す
る
な
ど
、
様
々
な
要
素
を

試
し
て
み
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
新
し
い
考
え
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
英
領
イ
ン
ド
（B

ritish India

）
に
お
い
て
は
、
家
族
や
個
人

財
産
を
統
制
す
る
法
令
が
少
な
く
と
も
三
つ
存
在
し
た
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒

の
た
め
の
法
令
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
た
め
の
法
令
、
英
国
人
の
た
め
の
法

令
で
あ
る
が
、
他
の
少
数
派
に
対
す
る
法
令
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一

般
刑
法
令
を
当
て
は
め
る
こ
と
す
ら
ま
れ
で
、
た
と
え
ば
重
婚
は
英
国
人

だ
け
の
犯
罪
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
ん
封
建
制
度
が
廃
れ
る
と
、
適
合
や
多

様
化
は
無
限
に
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
特
別
な
生
活
方
法
に
関
心
を
も
つ
小
系
列
が
発
達
す
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
系
列
の
中
に
は
、
頭
首
は
聖
な
る
家
族
の
代
表
者
と

い
う
よ
り
は
文
化
協
会
の
代
表
者
と
言
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
こ
の
タ
イ

プ
は
よ
り
大
き
な
集
団
を
形
成
す
る
上
で
は
、
さ
ら
に
適
切
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
領
土
内
に
は
、
通
信
交
通
の
よ
う
な
共
有
サ
ー
ビ
ス
を
行

い
、
土
地
使
用
に
お
け
る
不
協
和
を
避
け
る
た
め
の
組
織
が
残
さ
れ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
国
民
国
家
が
従
属
的
組
織
体
に
な
る
よ

う
な
仕
組
み
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
従
属
的
組
織

体
は
、
物
質
的
な
供
給
と
条
件
整
備
だ
け
に
か
か
わ
り
、
他
面
に
お
い
て

は
、
そ
の
指
導
的
役
割
を
地
方
的
限
界
の
な
い
精
神
的
・
知
的
集
団
に
明

け
渡
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

未
来
の
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
連
続
的
な
混
合

形
態
に
な
る
に
せ
よ
、
そ
の
要
点
は
、
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
支
持
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さ
れ
る
道
徳
シ
ス
テ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
は
す
べ
て
こ
の
道

徳
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
道
徳
原
理

を
詳
細
に
練
り
上
げ
て
い
く
過
程
は
、
状
況
の
変
化
や
洞
察
の
進
展
に
よ

っ
て
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
派
生
的
な
事
柄
で
、
原
理
そ

の
も
の
は
不
変
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
早
晩
、
す

べ
て
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
廣
池
が
因
襲
的
道
徳
と
呼
ん

だ
単
な
る
自
己
保
存
的
道
徳
の
対
極
に
あ
る
最
高
道
徳
は
、
神
の
自
覚
が

な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
神
の
自
覚
は
、
進
化
的
計
画
に
関
す
る
知
識

が
湧
き
出
る
源
泉
で
あ
る
。
こ
う
し
て
す
べ
て
は
終
局
的
に
は
、
神
及
び

神
の
目
的
に
関
す
る
我
々
の
限
ら
れ
た
理
解
に
立
ち
戻
る
。
我
々
は
神
の

創
造
的
計
画
が
完
結
す
る
ま
で
は
、
神
秘
で
あ
り
続
け
る
に
違
い
な
い
も

の
を
探
求
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

第
一
二
章　

 

英
国
に
お
け
る
最
高
道
徳
、
そ
し
そ
れ
を
超
え

て

　

我
々
は
、
思
い
切
っ
た
推
測
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
章
を
終
え

た
。
こ
れ
は
本
書
が
実
践
的
な
書
物
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
読
者
と
お
別
れ
す
る
前
に
、
よ
り
日
常
の
レ
ベ
ル
に
降

り
、
本
書
で
述
べ
た
こ
と
が
す
べ
て
、
我
々
を
取
り
巻
く
事
象
を
秩
序
立

て
る
う
え
で
ご
く
僅
か
で
も
価
値
あ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
問

う
て
み
た
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
廣
池
博
士
の
膨
大
な
労
作
と
そ

れ
に
対
す
る
私
の
と
る
に
足
り
な
い
論
評
は
、
空
し
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
総
括
と
復
習
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
洞
察
と
新
し

い
洞
察
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

預
言
者
ジ
ョ
エ
ル
（Joel

）
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
あ
な
た
方
の
老
人

に
は
夢
を
見
さ
せ
、
若
者
に
は
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
さ
せ
る
こ
と
だ
。」
こ
の

言
葉
は
、
実
地
の
問
題
に
関
す
る
論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
幸
先
の
よ

い
出
だ
し
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
む
の
を
止
め
る
前
に
、

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
欲
し
い
。
夢
は
我
々
の
潜
在
意
識
の
働
き
を
意
識
に
登

ら
せ
る
た
め
の
ご
く
普
通
の
方
法
で
あ
り
、
も
し
人
生
に
成
功
す
る
と
す

れ
ば
、
我
々
の
心
の
構
造
の
中
に
、
意
識
的
要
素
と
潜
在
意
識
的
要
素
が

調
和
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

夢
と
い
う
主
題
は
最
近
多
く
の
注
目
を
集
め
、
様
々
な
理
論
が
登
場
し

て
き
た
。
何
年
に
も
わ
た
っ
て
、
私
は
夢
に
関
す
る
記
録
を
収
集
し
て
き

た
。
そ
し
て
た
ど
り
着
い
た
結
論
は
、
夢
の
理
論
は
す
べ
て
正
し
い
が
分

か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
夢
は
多
種

多
様
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
多
様
性
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
夢
の
考
察
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
潜
在
意
識
が

考
察
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
し
か
も
ま
っ
た
く
悪
戯
ご
と
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
大
多
数
の
夢
は
重
要
な
も
の
で
は
な
く
、

私
に
は
、
夢
は
日
常
の
瑣
末
な
こ
と
に
関
係
し
、
日
常
経
験
を
結
合
し
て

脳
の
貯
蓄
室
に
反
映
さ
せ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
の
目
的
に
か
な
う
唯
一
の
タ
イ
プ
は
、
ユ
ン
グ
の
夢
（the 
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Jungian dream

）
で
あ
り
、
そ
の
夢
は
、
民
族
の
記
憶
（race 

m
em

ories

）
が
元
型
（archetypes

）
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
現
れ
た

も
の
で
あ
り
、
民
族
の
過
去
が
現
在
の
状
況
に
及
ぼ
す
衝
撃
を
象
徴
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
夢
に
お
い
て
、
我
々
は
全
生
命
の
進
化
に
付

随
し
そ
の
進
化
を
促
進
す
る
大
き
な
精
神
的
流
れ
に
触
れ
る
の
で
あ
り
、

最
も
顕
著
な
流
れ
は
人
間
の
進
化
で
あ
る
が
、
人
間
以
前
の
意
識
の
お
ぼ

ろ
げ
な
奥
底
に
さ
え
も
遡
及
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
夢
は
、

畏
れ
の
要
素
や
恐
怖
の
要
素
さ
え
伴
う
特
有
の
質
を
持
っ
た
も
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
か
つ
て
私
は
大
な
る
母
（the G

reat M
other

）
に
遭
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
母
は
遥
か
昔
の
恐
る
べ
き
類
人
の
姿
を
し
て
お

り
、
新
石
器
人
の
豊
穣
の
女
神
の
奇
怪
な
表
象
に
似
て
い
な
く
も
な
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
女
神
は
、
人
類
の
遺
伝
的
構
成
要
素
の
発
達
を
熟
視
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
私
は
特
に
、
そ
の
母
に
手
渡
せ
る
よ
う

象
徴
的
な
小
石
を
投
げ
落
す
手
探
り
の
儀
式
を
行
な
う
よ
う
に
、
人
類
の

発
達
可
能
性
を
明
確
に
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
は
我
々
自
身
を

こ
の
過
去
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
過
去
は
我
々
の
存
在
そ
の

も
の
、
我
々
の
根
源
的
な
構
造
の
一
部
で
あ
る
。
元
型
を
無
視
す
る
こ
と

は
、
我
々
個
々
人
の
有
機
体
の
狭
い
限
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
、
根
な
し

草
の
半
生
命
を
生
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
有
機
体
は
、
主

流
か
ら
切
り
離
さ
れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
こ
に
、
廣

池
の
伝
統
の
教
説
（doctrine of the ortholinons

）
の
重
要
性
が
見
え

て
く
る
。
伝
統
と
は
元
型
を
定
式
化
し
た
も
の
（archetypal 

form
ulation

）
で
あ
り
、
民
族
的
意
識
を
有
効
に
働
か
せ
、
人
生
に
何
ら

か
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
民
族
的
意
識

（the racial consciousness

）
の
進
歩
の
「
ま
っ
す
ぐ
な
系
列

（straight line

）」
へ
と
我
々
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
元
型
は
、
奇
妙
な
形
態
を
と
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
解
釈

は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
注
意
を
怠
れ
ば
、
我
々
は
非
生
産
的

な
神
秘
的
状
況
や
有
害
な
迷
信
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
時
と
し
て
恐
る
べ
き
規
模
で
行
わ
れ
た
人
身
御
供
の
よ
う
な
逸
脱
行

為
は
、
お
そ
ら
く
元
型
の
勢
力
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
進
歩
が

危
険
を
伴
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
悪
魔
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
自
然
力
が
働

く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
力
は
、
単
な
る
作
り
話
で
あ
る
怪
獣

を
生
み
だ
す
傾
向
が
あ
る
。
悪
は
、
全
体
を
損
じ
て
部
分
を
優
先
し
よ
う

と
す
る
根
深
い
傾
向
の
中
に
姿
を
現
す
。
つ
ま
り
共
同
体
を
な
い
が
し
ろ

に
し
て
個
人
の
便
益
を
図
り
、
自
己
以
外
の
個
人
や
人
類
全
体
を
な
い
が

し
ろ
に
し
て
自
己
の
属
す
る
家
族
、
階
級
、
カ
ル
ト
、
政
党
、
協
会
、
国

民
の
利
益
を
図
り
、
あ
る
い
は
人
類
以
外
の
創
造
物
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
人
類
の
便
宜
を
図
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
中
心

的
な
側
面
は
、
世
間
体
（respectability

）
と
い
う
良
心
的
な
行
動
基
準

の
形
式
を
追
求
す
る
よ
う
に
さ
え
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行

動
基
準
を
、
廣
池
は
因
襲
的
道
徳
（conventional m

orality

）
と
名
付

け
、
そ
れ
ら
は
根
底
に
お
い
て
利
己
的
で
あ
る
の
で
幸
福
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
な
い
と
み
な
し
た
。
正
し
い
行
動
基
準
は
最
高
道
徳
の
原
理
で
あ
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る
。
思
い
起
こ
し
て
み
た
い
が
、
廣
池
は
こ
の
最
高
道
徳
の
原
理
を
、
自

我
没
却
、
神
の
慈
悲
を
信
じ
る
こ
と
、
権
利
に
対
す
る
義
務
の
先
行
、
過

去
・
現
在
・
未
来
の
連
続
性
を
保
証
す
る
個
人
的
関
係
の
進
化
の
撚
り
糸

（the evolutionary strands

）
に
対
す
る
尊
重
、
人
心
開
発
救
済
、
そ
し

て
最
後
に
道
徳
的
因
果
律
に
分
解
し
た
。
最
高
道
徳
の
諸
原
理
は
異
な
っ

た
分
類
も
可
能
で
あ
る
し
、
別
の
記
述
の
仕
方
も
あ
り
う
る
が
、
そ
の
場

合
で
も
そ
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
よ
く
知
ら
れ
た

次
の
原
理
に
具
体
化
で
き
よ
う
。「
ま
ず
神
を
愛
し
、
あ
な
た
の
隣
人

（
最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
ま
で
及
ぶ
）
を
あ

な
た
自
身
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。」
そ
し
て
「
あ
な
た
は
人
が
あ
な
た

に
す
べ
き
で
な
い
と
思
う
こ
と
を
人
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。」

　

廣
池
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
彼
が
道
徳
は
科
学
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
の
著
作
に
お
い
て
は
、
あ
る
事
柄
が

科
学
的
に
立
証
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
随
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼

の
命
題
、
つ
ま
り
今
日
で
い
う
研
究
主
題
は
、
ま
だ
統
計
に
よ
っ
て
十
分

に
確
証
さ
れ
て
い
な
い
し
、
厳
密
な
科
学
か
ら
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
包
括

的
な
証
明
に
よ
っ
て
も
確
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
の
命
題
は
一
見
す
れ

ば
詩
的
で
示
唆
的
な
定
式
化
に
見
え
る
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
と
お
り

で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
も
あ
る
。
お
そ

ら
く
廣
池
は
古
代
中
国
思
想
の
影
響
を
受
け
、
ユ
ン
グ
が
共
時
性

（synchronicity

）
と
呼
ぶ
要
素
を
再
び
科
学
に
導
入
し
、
進
化
的
創
造

と
い
う
深
層
形
態
を
持
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
な
因
果
法
則
を
補
お

う
と
し
て
い
る
。

　

廣
池
は
彼
の
科
学
〔
道
徳
科
学
〕
の
創
立
者
で
あ
り
、
細
部
の
研
究
は

後
世
に
委
ね
る
べ
く
、
そ
の
基
本
指
針
を
開
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

研
究
が
、
彼
の
独
創
的
な
業
績
か
ら
花
開
い
た
大
規
模
な
組
織
〔
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
所
〕
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
廣
池
の
時
代
か
ら

半
世
紀
以
上
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
事
実
的
知
識
は
夥
し
く
増
加
し
た

が
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
べ
き
道
徳
意
識
の
増
進
は
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
も
っ
と
も
人
類
以
外
の
被
造
物
に
対
す
る
関
心
が
大
幅
に
増
加

し
た
と
い
う
よ
う
な
進
歩
は
あ
っ
た
。
廣
池
の
科
学
は
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

埋
め
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
意
図
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
多
数
の
人

の
頭
脳
を
必
要
と
す
る
し
、
さ
ら
に
事
実
が
集
積
さ
れ
る
に
従
っ
て
元
の

定
式
化
が
修
正
さ
れ
て
い
く
の
が
、
科
学
の
性
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
も
し
廣
池
の
見
解
の
あ
る
も
の
が
今
日
で
は
時
代
遅
れ
と
な
り
、
複

数
の
人
が
さ
ら
に
充
実
し
た
意
味
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
他

の
見
解
が
変
容
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。〔
最

高
道
徳
の
〕
諸
原
理
は
手
を
加
え
な
い
ま
ま
残
る
と
し
て
も
、
そ
の
結
論

は
進
化
的
進
歩
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン

と
同
様
に
、
廣
池
は
、
彼
の
成
功
の
度
合
い
は
、
彼
が
乗
り
越
え
ら
れ
て

い
く
程
度
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
自
身
の
功
績
や
彼

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
見
解
の
価
値
を
貶
め
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
を
偉
大
な

洞
察
者
の
列
に
加
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
洞
察
者
の
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
刺
激
さ
れ
て
、
多
数
の
後
継
者
の
業
績
が
生
ま
れ
る
の
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で
あ
る
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
帰
着
点
で
は
な
く
出
発
点
で
あ
る
。

　

し
か
し
読
者
は
、
今
述
べ
て
い
る
こ
と
に
新
し
い
も
の
は
何
も
な
い
と

言
う
か
も
し
れ
な
い
。
道
徳
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
書
物
が
書
か
れ
て
き

た
し
、
無
数
の
説
教
が
行
わ
れ
て
き
た
。
道
徳
は
宗
教
の
主
要
な
関
心
の

一
つ
で
あ
る
し
、
道
徳
の
最
低
基
準
を
強
化
す
る
こ
と
が
、
新
聞
の
継
続

的
な
論
争
の
主
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
念
に
対
す
る
回
答
が
二
つ
あ

る
。
第
一
は
、
道
徳
は
こ
れ
ま
で
非
科
学
的
な
基
礎
の
上
に
取
り
扱
わ
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
事
実
を
組
織
的
に
収
集
す
る

こ
と
な
く
、
一
般
原
理
か
ら
演
繹
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
廣
池
は
主
題

を
歴
史
的
に
取
り
扱
い
、
行
動
の
結
果
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
第
二

に
、
道
徳
は
最
近
ま
で
、
主
と
し
て
魂
の
救
済
に
と
っ
て
適
切
な
個
人
の

行
為
に
関
す
る
事
柄
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
廣
池
は
、
主
に
公
共
的
集

合
的
な
側
面
（the public or collective aspect
）
に
関
心
を
持
ち
、
家

族
の
安
定
か
ら
共
同
体
の
福
利
ま
で
研
究
し
た
。
た
と
え
ば
彼
は
、
性
道

徳
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
ご
く
少
な
く
、
性
的
逸
脱
行
為
に
対
す
る
非

難
を
時
に
は
黙
殺
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
議
論
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
明
白

な
悪
事
と
み
な
し
て
い
る
。
彼
は
、
現
代
人
が
自
己
表
現
の
た
め
に
、
あ

ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
の
自
由
を
声
高
に
叫
ぶ
こ
と
を
蔑
視
し
て
い
た
。
し
か

し
彼
は
、
政
治
や
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
事
柄
の
道
徳
に
は
、
大
き
な
関
心

を
払
っ
て
い
た
。
彼
は
聖
職
者
的
な
良
心
の
指
導
者
（a priestly 

director of consciences

）
と
い
う
よ
り
は
立
憲
主
義
者
（a 

constitutionalist

）
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
て
き
た
が
、

今
日
に
お
い
て
は
世
界
に
平
和
を
保
つ
た
め
に
必
ず
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
道
徳
の
公
共
的
側
面
（the public aspect of 

m
orality

）
で
あ
る
。

　

五
十
年
前
に
生
起
し
て
い
た
こ
と
は
別
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
は
、

公
共
的
道
徳
、
特
に
核
戦
争
、
民
族
、
経
済
的
不
均
衡
、
性
的
放
縦
が
も

た
ら
す
公
共
的
影
響
、
ポ
ル
ノ
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
飲
酒
、
薬
物
と
い
っ
た

問
題
等
、
公
共
的
道
徳
に
関
す
る
関
心
が
増
大
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問

題
に
対
す
る
解
決
策
が
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
人

が
ど
う
思
お
う
と
、
関
心
の
増
大
と
い
う
傾
向
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
悪
の
特
別
な
一
側
面
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と

か
ら
生
じ
る
感
傷
主
義
や
不
均
衡
を
避
け
る
た
め
に
は
、
普
遍
的
に
適
応

可
能
な
一
組
の
原
理
の
も
と
で
様
々
な
要
素
を
束
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
が
廣
池
の
行
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
教
説
が
、
あ
る

い
は
極
め
て
類
似
し
た
教
説
が
日
本
で
も
た
ら
し
た
結
果
に
よ
っ
て
、
そ

の
教
説
は
あ
る
程
度
、
正
当
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
広
範

囲
の
人
々
が
、
彼
ら
の
計
画
を
実
行
に
移
す
前
に
、
そ
の
道
徳
的
意
味
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

廣
池
の
最
も
新
奇
な
学
説
は
伝
統
（the ortholinon

）
に
関
す
る
学

説
で
あ
る
。
伝
統
の
学
説
は
、
も
ち
ろ
ん
一
般
の
人
々
の
意
識
の
中
に
潜

在
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
孔
子
の
教
説
を
除
い
て
は
明

白
に
定
式
化
さ
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
の
孔
子
の
教

説
は
、
西
欧
で
は
余
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
に
し
て
も
関
連
性
の
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な
い
一
連
の
金
言
だ
け
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
金
言
に
は

不
明
瞭
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
も
は
や
存
在
し
な
い
状
況
だ
け
に
妥
当
す
る

も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
十
八
世
紀
の
英
国
に
ぴ
っ
た

り
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
孔
子
の
標
準
は
、
啓
蒙
時
代

に
お
け
る
啓
発
さ
れ
た
紳
士
（an enlightened gentlem

an

）
の
標
準

で
あ
り
、
紳
士
は
典
型
的
な
静
的
見
解
を
持
ち
、
都
合
の
い
い
こ
と
に
、

神
性
（the D

ivine

）
の
働
き
に
対
す
る
信
念
を
背
景
に
保
持
し
、
そ
の

こ
と
は
根
本
的
で
自
明
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
廣
池

は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
進
化
論
を
受
け
入
れ
、
日
本
を
十
九
世
紀
後
期
の
動

的
見
解
の
系
列
へ
と
導
い
た
人
々
の
一
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
的
見
解

は
、
物
質
科
学
（m

aterial science

）
の
確
実
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、

堅
固
に
確
立
さ
れ
た
国
家
的
、
経
済
的
、
階
級
的
構
造
に
支
え
ら
れ
た
無

限
の
進
歩
を
確
信
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
構
造
は
、
ま
だ
半

封
建
的
な
東
洋
の
方
が
、
分
割
の
進
ん
だ
西
欧
よ
り
も
強
力
で
あ
る
と
さ

え
思
わ
れ
て
い
た
。
廣
池
の
死
後
、
別
の
思
想
革
命
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ

で
は
力
動
性
は
保
持
さ
れ
た
が
、
確
実
性
は
消
失
し
た
。
我
々
は
、
高
さ

に
お
い
て
も
深
さ
に
お
い
て
も
無
限
に
遠
ざ
か
る
、
新
し
い
知
覚

（perception

）
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ
。
そ
こ
に
は
十
六
世
紀
に
お
け

る
地
理
的
な
新
世
界
の
発
見
の
時
に
人
々
が
経
験
し
た
冒
険
的
原
野
が
す

べ
て
存
在
す
る
が
、
今
回
の
旅
は
、
基
礎
的
構
成
要
素
の
深
奥
（the 

recesess of the basic com
ponents

）、
つ
ま
り
天
文
学
的
限
界
へ
の
旅

で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
西
欧
的
文
化
に
お
い
て
は
、
精
神
の
未
開
拓
の

内
部
へ
の
旅
で
あ
る
。
理
性
は
詩
的
な
洞
察
に
よ
っ
て
増
大
さ
せ
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
詩
的
洞
察
は
、
西
欧
が
四
百
年
前
に
経
験
し
た
よ
う
な
創

造
力
の
爆
発
を
生
み
だ
す
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
新
た
な
海
洋
に
お

い
て
は
、
東
洋
と
西
洋
は
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ
た
見
解
を
共
有
す
る
こ
と

が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
廣
池
が
、
彼
の
新
科
学
を
東
西

の
文
化
的
背
景
を
も
つ
学
問
上
に
基
礎
づ
け
、
両
者
に
共
通
す
る
一
組
の

原
理
を
抽
出
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
の
科
学
の
細
部
に
は

修
正
が
必
要
で
あ
り
、
た
と
え
ば
東
洋
的
な
尊
重
や
服
従
の
態
度
は
、
理

想
へ
の
関
与
や
忠
誠
と
解
釈
し
な
お
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
原
理
は
不
変
で
あ
っ
て
、
新
た
な
曖
昧
さ
を
通
り
ぬ
け
る
導
き
の
糸

の
働
き
を
す
る
。
嵐
が
起
こ
り
、
大
き
な
破
砕
音
が
、
こ
れ
ま
で
は
想
像

も
し
な
か
っ
た
方
面
か
ら
、
我
々
の
耳
に
達
し
て
く
る
。
も
し
そ
れ
を
切

り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
コ
ス
ト
を
払

っ
て
、
我
々
の
生
命
線
（lifelines

）、
把
握
可
能
な
確
実
性

（certainties

）
の
み
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
て
我
々
は
再
び
継
承
の
系
列
（the lines of succession

）
の

重
要
性
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
は
、
生
命
の
大
計
画
の
創
造

主
で
あ
る
神
の
解
説
者
で
あ
っ
て
、
彼
ら
な
く
し
て
は
、
我
々
の
目
的
も

運
命
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
第
二
は
王
位
（the C

row
n

）、
あ
る
い
は

そ
れ
を
欠
い
て
い
る
場
合
は
少
な
く
と
も
、
神
的
活
動
（D

ivine 

activity
）
の
焦
点
で
あ
り
国
民
精
神
（the spirit of the nation

）
の
体

現
者
と
し
て
の
象
徴
的
な
国
家
元
首
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
集
合
的
政



No. 83, 2019　132モラロジー研究

治
組
織
（the collective polity

）
に
お
け
る
最
高
の
知
性
や
最
強
の
要

素
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
国
家
観
念
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
が
、
王
位
の
観
念
は
そ
う
で
は

な
い
。
王
位
は
、
い
か
な
る
組
織
が
現
れ
よ
う
と
、
そ
の
組
織
の
系
列
的

な
頭
首
（the lineal head

）
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
に
違
い
な
い
し
、

ど
の
よ
う
な
有
機
的
共
同
体
に
と
っ
て
も
、
そ
の
構
造
や
方
法
が
異
な
ろ

う
と
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
伝
統
（ortholinon

）
の
拘

束
力
な
く
し
て
は
、
結
合
は
実
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
家
族
で
あ

り
、
両
親
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
中
核
的
人
間
分
子
（the nuclear 

hum
an particle

）
で
あ
る
。
家
族
は
、
生
活
行
動
に
必
要
な
初
歩
的
訓

練
や
経
験
を
提
供
し
、
世
界
の
進
歩
に
関
す
る
正
し
い
見
解
を
培
う
場
で

あ
る
。
準
伝
統
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
な
い
。
準
伝
統

は
、
人
ご
と
に
少
し
ず
つ
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
よ
り
個
人
主
義

的
な
も
の
で
あ
る
。
準
伝
統
は
、
芸
術
や
科
学
の
領
域
、
身
体
的
活
動
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
的
努
力
に
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
す
べ
て

に
お
い
て
、
全
般
的
進
歩
を
次
の
段
階
へ
と
導
く
、
伝
統
の
連
続
的
系
列

（the continuous line of tradition

）
が
存
在
す
る
。

　

我
々
は
こ
こ
ま
で
、
実
行
す
る
必
要
の
あ
る
事
柄
の
い
く
つ
か
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
直
ち
に
は
実
行
可
能
で
な
い
も
の
も
あ

り
、
段
階
を
追
っ
て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
今
日

の
組
織
に
与
え
る
変
動
の
強
さ
に
見
合
う
だ
け
の
効
果
的
な
シ
ョ
ッ
ク
を

待
つ
べ
き
も
の
も
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
以
上
の
推
測
は
差
し
控
え
る
が
、

手
遅
れ
に
な
ら
な
い
前
に
、
緩
や
か
な
過
程
を
採
用
す
る
分
別
（sense

）

を
持
ち
た
い
と
望
む
の
み
で
あ
る
。

　

も
し
態
度
を
調
整
す
れ
ば
、
直
ち
に
で
き
る
こ
と
が
他
に
も
あ
る
。
し

か
し
変
革
の
た
め
の
変
革
の
時
代
で
あ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
我
々
に
と

っ
て
、
一
六
二
二
年
出
版
の
『
共
通
の
祈
り
の
書
（B

ook of C
om

m
on 

Prayer

）』
の
序
文
の
一
節
（
こ
の
引
用
は
、
モ
リ
ス
（B

rian M
orris

）

編
『
儀
式
的
殺
人
（R

itual M
urder

）』
に
負
う
）
を
思
い
出
す
の
が
よ

い
。「
共
通
の
経
験
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
慎
重
に
制
定
さ
れ
た
物
事

に
、（
明
ら
か
に
そ
の
必
要
性
は
そ
れ
程
高
く
な
い
の
に
）
な
ん
ら
か
の

変
革
が
加
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
種
々
様
々
な
不
都
合
が
起
こ
っ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
不
都
合
は
、
そ
の
変
革
に
よ
っ
て
改
善
し
よ
う
と
し
た

悪
よ
り
何
倍
も
多
く
大
き
い
の
で
あ
る
。」
マ
ー
テ
ィ
ン
（D

avid 

M
artin

）
が
先
に
言
及
し
た
本
に
お
い
て
認
め
た
よ
う
に
、「
現
今
の
民

主
主
義
は
、
声
高
な
人
々
の
意
思
と
政
党
の
地
方
幹
部
会
の
力
に
支
配
さ

れ
る
こ
と
が
余
り
に
も
多
い
。」
反
対
派
が
弱
体
で
あ
っ
た
り
、
多
数
派

が
よ
り
重
要
な
問
題
に
無
関
心
で
あ
っ
た
り
す
る
と
き
は
、
確
信
的
な
少

数
の
個
人
に
よ
っ
て
、
十
分
な
考
察
も
議
論
も
な
い
ま
ま
に
、
政
体
を
支

え
る
重
要
な
支
柱
が
す
べ
て
い
と
も
簡
単
に
削
が
れ
て
し
ま
う
。
も
し

我
々
が
警
戒
を
怠
れ
ば
、
上
院
、
司
法
の
独
立
性
、
政
府
官
庁
の
不
偏

性
、
そ
し
て
王
位
そ
の
も
の
が
、
す
べ
て
声
高
な
地
方
幹
部
会
に
よ
っ
て

一
掃
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
大
規
模
な
変
革
は
、
そ
の
方
向
が
正
し
い

限
り
、
不
可
欠
で
あ
り
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
明
白
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な
必
要
性
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ど
の
変
革
に

も
付
随
す
る
悪
に
つ
い
て
は
注
意
深
く
考
察
し
、
可
能
な
限
り
縮
小
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

変
化
は
、
既
存
の
基
盤
を
基
に
し
た
建
設
の
プ
ロ
セ
ス
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
我
々
が
ロ
シ
ア
の
悲
し
い
事
例
か
ら
学
ん
だ
に
違
い
な
い
無
差
別

革
命
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ロ
シ
ア
は
今
日
、
時
代
遅
れ

の
物
質
主
義
に
基
づ
く
非
効
率
な
官
僚
主
義
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
お

り
、
ロ
シ
ア
は
、
自
ら
加
担
し
た
革
命
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
破
滅
し
た
大

部
分
の
人
々
が
、
も
と
も
と
供
給
し
て
き
た
理
想
主
義
的
な
力
を
急
速
に

失
い
つ
つ
あ
る
。
ま
っ
た
く
範
疇
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
一
六
八
八
年

の
英
国
の
革
命
を
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
と
比
較
す
る
こ
と
は
有

益
で
あ
る
。
大
英
帝
国
の
場
合
は
、
法
の
支
配
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
二
世

（Jam
es II

）
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
変
革
が
避
け
ら
れ

な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
王
位
の
糸
（the thread of the 

C
row

n

）（
お
そ
ら
く
完
全
な
直
線
と
は
言
え
な
い
が
、
状
況
に
応
じ
て

そ
れ
に
近
い
も
の
で
は
あ
っ
た
）
を
保
持
す
る
こ
と
に
大
き
な
注
意
が
払

わ
れ
た
。
誰
に
と
っ
て
も
、
一
六
四
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
以
前
の
革
命
が

壊
滅
的
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
記
憶
に
残
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

そ
の
結
果
、
比
較
的
平
和
な
政
体
の
発
展
（constitutional 

developm
ent

）
が
長
く
続
い
た
が
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
再
び
、
そ
れ

が
途
絶
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
国
に
お
い
て
は
、
極
左
の
狂
信
者
と
極
右
の
利
己
主
義
者
が
、
九

一
頁
﹇
第
九
章
﹈
に
引
用
し
た
廣
池
の
賛
辞
を
呼
び
起
こ
し
た
英
国
の
描

写
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
や
り
方
で
破
壊
し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
の
は
厄
介
な
こ
と
で
あ
る
。
廣
池
が
感
銘
を
受
け
た
の
は
、

王
座
（the throne

）
や
伝
統
（tradition

）
に
対
す
る
深
い
尊
敬
で
あ

り
、
高
い
道
徳
的
標
準
を
も
っ
た
国
民
性
（the national character

）

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
五
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
廣
池
は
、
最
近
の
東
洋

に
対
す
る
西
洋
の
優
位
性
は
、
東
洋
（
恐
ら
く
イ
ン
ド
を
除
い
て
）
で
は

見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
神
に
対
す
る
信
仰
を
、
西
洋
で
は
保
持
し
て
い
る

こ
と
に
由
来
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
価
値
が
す
べ
て
、
今
日
、

攻
撃
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
王
位
（the C

row
n

）
は
左
翼
に
よ
っ
て
誹
謗

さ
れ
、
右
翼
に
よ
っ
て
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
伝
統

（traditions

）
は
軽
蔑
の
対
象
と
な
り
、
道
徳
的
標
準
は
お
ぞ
ま
し
い
ほ

ど
下
落
し
、
著
述
家
は
公
然
と
生
ぬ
る
い
快
楽
主
義
を
唱
導
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
我
々
が
絶
え
ず
耳
に
す
る
の
は
、（
教
会
に
参
列
す
る
こ
と
は

妥
当
な
テ
ス
ト
と
は
言
え
な
い
と
い
う
の
は
誤
っ
た
理
由
だ
と
、
私
は
思

う
が
）
神
に
対
す
る
信
仰
が
雲
散
霧
消
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
聖
職
者
た
ち
の
中
に
は
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
世
界
教
会
運
動

（ecum
enism

）
と
い
う
よ
う
な
子
供
じ
み
た
基
礎
に
立
っ
て
、
宗
教
の

非
国
教
化
（disestablishm

ent

）
を
推
し
進
め
よ
う
と
さ
え
し
て
、
信

仰
の
永
遠
の
価
値
よ
り
物
質
的
な
条
件
に
関
心
を
持
つ
者
が
い
る
。
人
間

が
神
で
あ
っ
て
、
神
は
人
間
存
在
の
究
極
的
な
基
礎
以
上
の
も
の
で
は
な

い
と
い
う
決
定
的
な
異
端
説
、
悪
魔
が
喜
ぶ
に
違
い
な
い
理
論
を
説
く
者
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さ
え
、
僅
か
な
が
ら
い
る
の
で
あ
る
。
政
府
は
、
支
配
下
に
置
こ
う
と
す

る
下
位
部
門
（the sm

all sections

）
の
高
度
な
物
質
的
繁
栄
と
い
う
利

己
性
に
懸
念
を
持
ち
、
そ
の
対
応
に
力
を
注
い
で
い
る
が
成
功
し
て
お
ら

ず
、
下
位
部
門
は
ま
す
ま
す
排
他
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

日
本
人
の
中
に
は
、
廣
池
の
教
え
の
影
響
を
あ
る
程
度
受
け
て
い
る
に
相

違
な
い
が
、
対
極
の
立
場
を
と
る
者
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
義
務

を
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
逆
の
方
向
か
ら
目
指
そ
う
と
す
る

繁
栄
を
獲
得
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
日
本
は
今
日
、
経
済
大
国
に
な

る
見
込
み
が
十
分
あ
る
が
、
明
ら
か
に
そ
の
理
由
は
、
日
本
人
が
、
恐
ら

く
や
や
不
当
な
理
想
主
義
に
陥
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
彼
ら
が
顕
著
な
西

洋
の
徳
だ
と
結
論
づ
け
た
も
の
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
注
意
を
怠
れ

ば
、
我
々
は
嫉
妬
深
い
凡
人
の
状
態
に
沈
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
必
要
は
な
い
。
我
々
に
は
ま
だ
、
傷
つ
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
回
復

し
、
進
化
上
の
エ
リ
ー
ト
の
地
位
に
返
り
咲
く
時
間
が
あ
る
。
こ
の
事
を

成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
政
府
や
産
業
や
通
商
の
仕
組
み
を
下
手
に
い
じ

く
り
ま
わ
す
こ
と
で
は
な
く
、
広
く
人
々
の
態
度
を
反
転
（a general 

reverse of attitude

）
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
態
度
が
正

し
け
れ
ば
、
日
本
人
が
証
明
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
他
の
こ
と
は
付
い
て

く
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
我
々
の
向
か
う
べ
き
方
向
を
獲
得
し
直
す
べ
き
で

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
英
国
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
必
要
な
段
階
が
あ
る
。
第
一

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
真
実
の
見
通
し
を
修
復
し

て
最
前
線
の
地
位
に
追
い
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
世
界
は
不
安
定
性

に
満
ち
て
い
る
の
で
、
第
二
段
階
は
、
す
で
に
登
場
し
現
に
生
起
し
つ
つ

あ
る
新
し
い
勢
力
に
適
応
す
る
た
め
の
よ
り
壮
大
な
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
人
類
全
体
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
調
和
を
図
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
一
段
階
、
つ
ま
り
修
復
の
段
階
に
お
い
て
は
、
我
々
は
、
権
利
と
義

務
、
労
働
と
社
会
関
係
、
狂
信
的
な
物
質
主
義
、
教
育
の
目
的
、
伝
統

（tradition

）
の
重
要
さ
や
神
性
の
働
き
に
対
す
る
、
我
々
の
態
度
を
反

転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
っ
て
、
伝
統
（the 

ortholinon

）、
つ
ま
り
王
位
（the C

row
n

）
の
元
型
（archetype

）
で

あ
り
理
念
型
（ideal

）
を
復
権
し
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
王
位
の

聖
礼
的
要
素
（sacram

ental elem
ent

）
を
再
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
我
々
は
こ
れ
以
上
、
国
王
（kings

）
を
食
い
物
に
す
る
の
で
は
な

く
、
名
誉
と
富
に
よ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
妥
当
な
償
い
に
は
な
ら
な
い
よ
う

な
制
約
あ
る
負
荷
を
国
王
に
課
す
の
で
あ
る
。
王
位
を
国
民
的
精
神

（the national spirit

）
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
民
の
代
表
者
が
ま

ず
は
精
神
的
な
品
性
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
、
我
々
を
今
日
の
段
階

に
も
た
ら
し
た
諸
力
に
、
国
王
が
焦
点
を
合
わ
し
、
次
の
前
進
の
た
め
に

そ
れ
ら
を
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
焦
点
を
合
わ
せ
る
要
点
は
、
外
部
か

ら
の
光
だ
け
で
は
な
く
、
感
受
性
（receptivity

）
と
相
互
的
活
動

（reciprocal activity

）
の
領
域
で
も
あ
る
。
不
活
発
な
も
の
に
焦
点
を

当
て
る
の
は
無
益
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
民
は
そ
の
役
割
を
演
じ
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な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
高
道
徳
の
そ
の
他
の
原
理
に
導
か
れ
て
は
じ
め

て
、
そ
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

最
初
に
達
成
さ
れ
た
一
時
的
な
国
家
の
繁
栄
が
ど
ん
な
に
偉
大
で
も
、

次
の
段
階
は
統
合
の
段
階
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
い
合
う
国
家
は
不

均
衡
の
兆
候
を
呈
し
て
い
る
。
重
要
な
課
題
は
、
世
界
規
模
の
調
和
を
確

立
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
退
屈
で
抑
圧
的
な
画
一
性
な
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
才
能
が
個
々
の
役
割
を
演
じ
る
管
弦
楽
組
曲
で
あ
る
。

す
で
に
提
案
し
た
よ
う
に
、
金
融
シ
ス
テ
ム
が
放
棄
さ
れ
、
経
営
者
の
職

務
が
資
産
管
理
責
任
概
念
（the concept of stew

ardship

）
に
よ
っ
て

修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
、
私
は
こ
の
調
和
を
実
現
す
る
方
法
を
示
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
考
え
は
妥
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
既
存
の
使
い
古
さ
れ
た
方
法
を
修
正
す
る
別
の
方
策
を
見

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
豊
か
な
国
が
ま
す
ま
す

豊
か
に
な
り
、
貧
し
い
国
が
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
格
差
を
除
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
主
要
計
画
（a central plan

）
が
絶
対
必
要
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
高
道
徳
の
諸
原
理
が
、
創
造
的
な
計
画
の
最
終
的
な
実
現
に
届
く
ほ

ど
、
完
全
な
結
果
を
出
す
と
期
待
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
し
、

そ
の
創
造
的
計
画
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
個
人
の

欠
陥
だ
け
で
な
く
、
意
見
の
相
違
や
時
代
錯
誤
の
領
域
が
必
ず
あ
る
も
の

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
に
し
て
も
、
古
い

異
物
が
消
散
し
、
新
し
い
も
の
へ
と
完
全
に
統
合
さ
れ
る
に
は
、
長
い
時

間
が
か
か
る
。
進
歩
は
、
途
上
で
特
別
激
し
い
活
動
の
爆
発
に
促
さ
れ
な

が
ら
も
、
非
常
に
ゆ
っ
く
り
進
展
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
下
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
解
決
は
な
い
。
広
範
な
前
進
を
妨
げ

る
反
体
制
的
要
素
を
内
蔵
す
る
境
界
人
（boundaries

）
を
管
理
下
に
置

き
、
多
数
者
の
共
通
意
識
（the com

m
on consciousness

）
が
獲
得
し

た
新
し
い
見
解
へ
と
優
柔
不
断
者
（lingerers

）
を
徐
々
に
引
き
込
む
何

ら
か
の
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

進
歩
と
い
う
も
の
は
、
突
然
の
圧
倒
的
な
危
機
の
結
果
で
な
い
限
り
、
浜

辺
に
打
ち
寄
せ
る
潮
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
波
は
引
く

前
に
前
進
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
波
は
よ
り
強
力
な
以
前
の
波
が
到
達
し

た
高
み
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
あ
る
意
味
で
、
す
べ
て
の
波
は

同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の
力
が
寄
り
集
ま
っ
て
全
体
的
な
水
準
を
押
し
上

げ
、
越
え
難
い
隆
起
線
を
乗
り
越
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

我
々
は
神
の
目
的
へ
の
信
仰
を
持
っ
て
本
書
を
締
め
く
く
り
た
い
。

我
々
は
終
局
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
我
々
を
究
極
の
無
益
へ

と
運
命
づ
け
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
、
人
生
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ

の
意
味
は
ど
こ
か
へ
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
ゴ
ー
ル
は
神
性
に
関
す
る
高

度
な
知
識
の
中
に
あ
る
と
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
へ
向
か
う

進
歩
の
過
程
に
お
い
て
は
、
我
々
は
己
を
空
し
く
し
て
、
我
々
が
生
み
出

そ
う
と
努
力
し
て
き
た
よ
り
高
度
な
形
式
に
道
を
譲
る
準
備
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
不
適
切
さ
や
和
解
不
可
能
な
相
違
を
保
持
し
た
ま
ま
の

我
々
は
、
我
々
と
ア
シ
ュ
ー
ル
人
の
祖
先
（A

cheulian ancestors

）﹇
訳
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注
：
ア
シ
ュ
ー
ル
文
化
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ベ
ビ
ル
文
化
（A

bbevillian

）
に
続
く

第
三
氷
期
の
こ
ろ
か
ら
の
旧
石
器
時
代
前
期
の
文
化；

両
面
加
工
さ
れ
た
石
・
骨
・

シ
カ
の
枝
角
・
木
か
ら
造
ら
れ
た
柔
ら
か
な
材
質
の
ハ
ン
マ
ー
使
用
が
特
徴
﹈
と
の

間
ほ
ど
開
き
の
あ
る
人
種
に
、
座
を
明
け
渡
す
必
要
が
あ
る
が
、
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
生
ま
れ
更
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
我
々

は
、
我
々
の
個
別
の
魂
が
、
そ
れ
ぞ
れ
祖
先
か
ら
の
進
歩
（lineal 

progress

）
を
推
し
進
め
な
が
ら
、
再
び
新
た
な
人
間
（the new

 

hum
anity

）
へ
と
変
容
す
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
こ
れ
は
預
言
で
は
な

い
。
人
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
威
を
表
現
す
る
こ
と
な
し
に
、
未
来
を

予
測
す
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
で
あ
る
し
、
今
日
の
我
々
の
無
知
の
段
階
に

お
い
て
は
、
そ
の
権
威
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
推
測
は
許
さ
れ

て
よ
い
し
、
必
要
で
す
ら
あ
る
。
も
し
推
測
が
我
々
自
身
の
こ
と
を
よ
り

明
瞭
に
認
識
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
十
分
そ
れ
を
正
当

化
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
我
々
が
、
は
る
か
に
入
り
組
ん
だ
捉
え
に

く
い
真
実
の
無
限
の
領
域
の
入
り
口
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
結
果
は
、
想
像
で
き
る
以
上
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。
黄
金
世
界
に
至
る
我
々
の
課
題
（our m

illennial task

）
は
、

我
々
の
自
覚
（aw
areness

）
を
拡
張
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
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