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傳
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僂

ホ
ッ
ブ
ズ
著
『
法
の
原
理
』

田
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浩
・
重
森
臣
広
・
新
井　

明　
訳

 

（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）

一　

は
じ
め
に

　

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
一
六
四
〇
年
四
月
一
三
日
に
短
期
議
会
が
招
集
さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
動
乱

へ
と
向
か
う
物
情
騒
然
と
し
た
中
で
、
彼
と
し
て
は
最
初
の
政
治
学
論
考
『
法
の
原
理
』
を
著
し
た
。
私
は
、
こ
の
『
法
の
原
理
』

の
翻
訳
を
一
九
七
〇
年
代
に
開
始
し
、
よ
う
や
く
今
年
二
〇
一
六
年
、
行
路
社
か
ら
翻
訳
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

四
〇
年
以
上
の
長
い
時
間
、
こ
の
翻
訳
の
刊
行
を
夢
見
て
き
た
。
二
〇
代
の
人
間
が
古
希
を
迎
え
る
だ
け
の
時
間
が
経
過
し
た
の

で
あ
る
。
素
直
に
喜
び
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
回
目
の
校
正
を
終
え
、
二
回
目
の
校
正
刷
り
が
送
ら
れ
て
く
る

の
を
待
っ
て
い
る
間
に
、
東
京
教
育
大
学
の
大
学
院
に
お
け
る
私
の
指
導
教
官
田
中
浩
氏
が
、
重
森
臣
広
氏
と
新
井
明
氏
を
共
訳
者

高

野

清

弘
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と
し
て
、
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
法
の
原
理
』
の
翻
訳
を
岩
波
文
庫
の
一
冊
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

　

拙
訳
『
法
の
原
理
』（
行
路
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
あ
と
が
き
」
を
お
読
み
い
た
だ
け
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
私
が
こ
の
翻

訳
に
と
り
か
か
っ
た
の
は
、
田
中
浩
氏
か
ら
、
故
藤
原
保
信
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
と
私
と
の
三
名
の
共
訳
で
、『
法
の
原

理
』
の
翻
訳
を
公
刊
し
た
い
と
の
提
案
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
法
の
原
理
』
は
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
藤
原
先
生
と

相
談
し
、
第
一
部
は
藤
原
先
生
、
第
二
部
は
高
野
が
担
当
す
る
こ
と
に
し
た
。
藤
原
先
生
と
の
翻
訳
作
業
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
も
上
記
の
行
路
社
版
の
「
追
記
」
に
付
し
た
『
藤
原
保
信
著
作
集
』
第
二
巻
（
新
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
の
付
録
「
初
々
し

い
藤
原
先
生
」
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
後
、
藤
原
先
生
と
私
の
訳
稿
を
田
中
氏
に
差
し
上
げ
、
一
年
ほ
ど
田
中
氏
の
お
宅
に

伺
っ
て
、
私
が
訳
文
を
読
み
上
げ
る
形
で
、
翻
訳
の
点
検
を
行
っ
た
。
た
だ
、
ひ
と
月
に
一
回
程
度
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
作
業
は
あ

ま
り
進
ま
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
刊
行
の
機
会
を
え
な
い
ま
ま
時
が
過
ぎ
た
。
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
も
、
右

記
の
「
あ
と
が
き
」
に
記
し
た
。

　

ア
マ
ゾ
ン
の
広
告
に
よ
っ
て
、
田
中
氏
が
『
法
の
原
理
』
の
翻
訳
を
公
刊
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
、
田
中
氏
の
手
元
に
あ
る
は

ず
の
藤
原
先
生
と
私
の
訳
稿
と
田
中
氏
の
翻
訳
の
関
係
が
気
に
な
っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
予
約
注
文
し
て
、
刊
行
さ
れ
た
翌
日
に
岩
波
文

庫
版
『
法
の
原
理
』
を
入
手
し
た
。
大
慌
て
で
読
ん
で
み
た
。
田
中
氏
は
、
先
に
述
べ
た
田
中
・
藤
原
・
高
野
に
よ
る
共
訳
の
出
版

の
提
案
の
こ
と
も
、
所
持
し
て
お
ら
れ
る
は
ず
の
藤
原
・
高
野
の
訳
稿
に
つ
い
て
も
、
岩
波
文
庫
版
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
一

言
も
述
べ
て
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

前
記
の
「
初
々
し
い
藤
原
先
生
」
に
記
し
た
が
、
私
は
一
〇
年
ほ
ど
前
、
佐
藤
正
志
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
術
院
教
授
と
、
こ

の
『
法
の
原
理
』
の
共
訳
に
よ
る
刊
行
を
目
指
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
私
の
研
究
室
に
あ
っ
た
手
書
き
原
稿
用
紙
の
訳
稿
の

コ
ピ
ー
を
佐
藤
氏
に
送
り
、
当
時
、
佐
藤
氏
の
下
で
研
究
に
従
事
し
て
い
た
大
学
院
の
二
人
の
院
生
の
方
に
ワ
ー
プ
ロ
打
ち
し
て
も
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ら
っ
た
。
今
回
は
佐
藤
氏
に
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
て
、
そ
の
原
稿
用
紙
の
訳
稿
の
コ
ピ
ー
と
ワ
ー
プ
ロ
・
フ
ァ
イ
ル
を
送
っ
て
も

ら
っ
た
。
そ
の
フ
ァ
イ
ル
と
今
回
、
田
中
氏
が
公
刊
さ
れ
た
岩
波
文
庫
版
を
対
照
し
て
み
た
。
ま
ず
、
田
中
氏
は
、「
で
す
・
ま
す
」

調
で
訳
し
て
い
て
、
そ
の
点
が
藤
原
・
高
野
訳
と
異
な
っ
て
い
た
。
荒
っ
ぽ
い
読
み
方
で
は
、
先
に
も
触
れ
た
藤
原
先
生
の
担
当
さ

れ
た
第
一
部
は
、
田
中
訳
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
え
た
が
、
少
し
落
ち
着
い
て
読
む
と
類
似
し
た
箇
所
も
多
々
見
ら
れ
た
。
第
二
部

に
な
る
と
、「
で
あ
る
」
調
を
「
で
す
・
ま
す
」
調
に
変
更
し
た
だ
け
と
い
う
の
が
最
初
の
印
象
で
あ
り
、
血
の
気
が
失
せ
る
思
い
が

し
た
。
改
め
て
読
む
と
異
な
る
箇
所
も
あ
り
は
し
た
。
し
か
し
、
田
中
氏
が
藤
原
先
生
と
私
の
作
成
し
た
訳
稿
を
も
と
に
岩
波
文
庫

訳
を
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
私
か
ら
す
れ
ば
、
二
次
的
著
作
物
の
著
作
権
を
田
中
氏
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

上
述
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
、
私
は
、
行
路
社
か
ら
刊
行
予
定
の
私
の
『
法
の
原
理
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
追
記
」
を
付

し
、
事
の
次
第
を
説
明
し
た
。
そ
の
「
追
記
」
に
お
い
て
、
田
中
氏
の
岩
波
文
庫
版
『
法
の
原
理
』
の
翻
訳
の
問
題
点
を
、
具
体
的

に
明
ら
か
に
す
る
所
存
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
。
こ
の
書
評
は
そ
の
こ
と
を
目
指
す
。
以
下
、
田
中
氏
の
翻
訳
と
藤
原
・
高
野
訳
そ

し
て
高
野
の
行
路
社
版
の
三
種
類
の
翻
訳
を
比
較
対
照
す
る
の
で
、
田
中
氏
の
岩
波
文
庫
版
は
「
田
中
訳
」、
藤
原
先
生
が
担
当
し
た

『
法
の
原
理
』
の
第
一
部
は
「
藤
原
元
訳
」、
第
二
部
は
「
高
野
元
訳
」、
高
野
の
行
路
社
版
は
「
行
路
社
版
」
と
表
記
し
て
論
を
す

す
め
、
必
要
な
際
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
も
示
す
。
論
点
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
田
中
訳
が
藤
原
元
訳
・
高
野
元
訳
と
類
似
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
田
中
訳
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
具
体
的
な
検
討
に
入
る
に
先
立
っ
て
、

田
中
氏
が
岩
波
文
庫
版
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
す
べ
て
の
責
任
は
田
中
が
負
う
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　

私
は
第
一
の
論
点
よ
り
は
、
第
二
の
論
点
を
重
視
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
田
中
氏
が
田

中
訳
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
た
ん
に
「
で
あ
る
」
調
を
「
で
す
・
ま
す
」
調
に
変
換
し
た
だ
け
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
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田
中
氏
は
私
が
助
詞
の
「
が
」
を
使
っ
た
と
こ
ろ
を
「
は
」
に
変
え
、
現
在
形
で
訳
し
た
と
こ
ろ
を
過
去
形
で
訳
す
な
ど
い
ろ
い
ろ

工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
通
常
は
「
権
利
」
と
訳
すrig

h
t

 
  
 
 

が
田
中
訳
で
は
「
権
限
」
と
な
り
（
二
一
六
ペ
ー
ジ
以
下
）、

私
が
「
一
定
親
等
以
内
の
…
結
婚
の
禁
止
」
と
訳
し
た
箇
所
は
「
一
親
等
内
の
…
結
婚
の
禁
止
」（
田
中
訳
三
四
〇
ペ
ー
ジ
、
三
四
三

ペ
ー
ジ
）
と
な
っ
て
い
る
。「
所
有
権
」
が
「
所
有
の
権
利
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う

な
田
中
氏
の
工
夫
が
往
々
に
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
趣
旨
を
歪
め
て
い
る
と
感
じ
た
。
ま
た
、
田
中
氏
が
藤
原
元
訳
・
高
野
元
訳
に
大
幅

な
変
更
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
一
方
、
変
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
ず
そ
の
変
え
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
私
は
今
回
「
行
路
社
版
」
を
公
刊
す
る
ま
で
の
長
い
間
に
、
何
度
も
訳
を
修
正
し
た
。
そ
れ
だ
け
多
数
の
誤
り
や
日
本
語
と
し

て
疑
問
の
あ
る
箇
所
が
元
訳
に
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
田
中
訳
を
、
一
九
七
〇
年
代
に
田
中
氏
に
提
出
し
た
「
藤
原
元
訳
」、「
高

野
元
訳
」
と
比
較
す
る
と
、
誤
訳
や
問
題
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
な
の
で
あ
る
。
翻
訳
に
お
い
て
、

誤
訳
の
部
分
を
他
の
翻
訳
者
の
訳
文
が
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
翻
訳
者
が
元
訳
を
使
用
し
た
こ
と
の
こ
の
上
も
な

く
明
白
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
田
中
氏
が
高
野
元
訳
を
見
間
違
え
て
、
誤
訳
し
た
箇
所
も
あ
る
。
田
中
訳
二
五
三
ペ
ー
ジ
、
第

二
部
第
四
章
第
六
節
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
男
女
関
係
に
社
会
契
約
を
適
用
し
て
い
る
面
白
い
箇
所
で
、
高
野
元
訳
で
は
、「
同
棲
の
信
約

は
、
ベ
ッ
ド
を 
と
も
に
す
る
こ
と 
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
も
の
を 
と
も
に
す
る
こ
と 
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
な
っ
て

ソ
　

サ
　

エ
　

テ
　

ィ
 

ソ
　

サ
　

エ
　

テ
　

ィ

い
た
。
こ
の
冒
頭
の
「
同
棲
の
信
約
」
と
い
う
言
葉
が
、
田
中
訳
で
は
「
同
様
の
信
約
」
に
な
っ
て
い
る
。
私
が
「
同
棲
」
と
訳
し

た
原
語
は
、co
h
ab
itatio

n

 
 
 
  
      
 

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
田
中
氏
が
大
幅
な
変
更
を
加
え
た
箇
所
は
と
い
え
ば
、
私
が
「
行
路
社
版
」
に
い
た
る
ま
で
修
正
を
加
え
ず
、
今
な

お
正
確
な
訳
文
だ
と
信
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
田
中
氏
の
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
の
枠
を
超
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
に
か
か
わ
る
由
々
し
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、「
田
中
訳
」
に
は
誤
り
が
多
す
ぎ
る
上
、
読
者
を
ホ
ッ
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ブ
ズ
の
思
想
の
誤
っ
た
理
解
へ
と
導
く
危
険
が
あ
る
。
私
は
研
究
者
で
あ
り
、『
法
の
原
理
』
の
翻
訳
を
公
刊
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な

る
べ
く
正
し
い
翻
訳
を
読
者
に
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
田
中
訳
の
三
五
八
ペ
ー
ジ
で
、
田
中
氏
は
「
救
い
主
の
神

性
」
と
い
う
言
葉
に
注
を
付
し
て
説
明
し
て
い
る
。「『
イ
エ
ス
こ
と
メ
シ
ア
』
の
告
白
に
表
れ
る
イ
エ
ス
の
神
性
の
こ 
と 
」。「
イ
エ

（
１
）

ス
こ
と
メ
シ
ア
」
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
か
。
二
二
二
ペ
ー
ジ
に
は
、「
生
命
の
な
い
生
き
物
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。「
生
命

の
な
い
生
き
物
」
を
私
は
ま
っ
た
く
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
七
五
ペ
ー
ジ
の
「
十
分
〔
に
多
く
〕
で
は
な
い
少
数
の
人
」

と
い
う
訳
語
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、「
合
法
的
な
こ
と
が
ら
に
関
す
る
信
約
は
、
た
と
え
泥
棒
を
相
手
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
義
務
付
け
る
」（
行
路
社
版
、
一
三
〇
ペ
ー
ジ
）
が
、「
合
法
的
な
信
約
は
、
泥
棒
に
た
い
し
て
す
ら
義
務
を
課
す
こ
と
が

で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
一
五
八
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
は
変
だ
、
お
か
し
い
、
間
違
い
だ
と
だ
れ
か
が
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
が

第
二
の
論
点
を
重
視
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
な
お
、『
法
の
原
理
』
の
行
論
に
即
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
、
二
つ
の

論
点
を
整
理
し
て
論
じ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
は
あ
ら
か
じ
め
読
者
の
ご
了
承
を
得
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
評
の
執
筆
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
た
時
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｐ
・
ク
リ
ー
ス
著
『
世
界
で
も
っ
と
も
美
し
い

　

の
科
学
実
験
』
青
木
薫
訳
（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
た
ま
た
ま
手
に
取
り
、
冒
頭
の
ガ
リ
レ
オ
の
二
つ
の
実
験
の
と
こ

１０ろ
ま
で
読
み
進
め
て
、
ガ
リ
レ
オ
の
実
験
の
美
し
さ
に
感
激
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
も
同
じ
意
味
で
美
し
い
こ
と
に

気
づ
い
た
。
ク
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
ガ
リ
レ
オ
の
ア
ル
フ
ァ
実
験
（
斜
面
の
実
験
）
は
、「
注
目
す
べ
き
独
立
変
数
は
空
間
で
は
な
く
、

時
間
で
あ
る
こ
と
」
を
教
え
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
は
…
ま
る
ご
と
取
り
換
え
る
し
か
な
い
こ
と
を
」
示
し 
た 
。
ク
リ
ー
ス
は

（
２
）

イ
ギ
リ
ス
の
数
学
者
の
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
チ
ェ
ス
の
詰
め
手
の
美
し
さ
と
数
学
の
証
明
の
美
し
さ
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。

チ
ェ
ス
の
詰
め
手
は
ど
れ
ほ
ど
美
し
く
て
も
、
チ
ェ
ス
の
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
数
学
の
証
明
は
数
学
そ
の
も
の
を

変
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ 
る 
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ガ
リ
レ
オ
に
憧
憬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

（
３
）
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『
法
の
原
理
』
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
範
を
と
り
、
語
の
定
義
か
ら
始
ま
っ
て
、
一
つ
一
つ
命
題

を
重
ね
て
い
っ
て
、『
市
民
論
』
の
言
葉
を
援
用
す
る
と
、「
平
和
の
王 
道 
」
を
指
し
示
す
行
論
と
な
っ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
意
図

（
４
）

し
た
自
然
学
に
定
礎
さ
れ
た
政
治
学
を
確
立
す
る
と
い
う
願
い
が
達
成
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
が
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
美
し
い
自
然
科
学
と
同
様
の
美
し
い
政
治
哲
学
の
構
築
を
目
指
し
、
確
か
に
政
治
哲
学
の
ル

ー
ル
を
変
え
た
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
理
論
の
翻
訳
は
、
当
然
彼
の
理
論
の
美
し
さ
を

読
者
に
伝
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
私
の
行
路
社
版
『
法
の
原
理
』
の
翻
訳
が
そ
の
責
を
果
た
し
て
い
な
い

こ
と
は
、
十
分
に
認
識
し
て
い
る
。
今
、
こ
こ
に
機
会
を
え
て
、
田
中
氏
の
翻
訳
を
批
判
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ

政
治
哲
学
の
美
し
さ
を
幾
分
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二　
「
献
呈
の
辞
」
の
訳
語
に
つ
い
て

　
（
１
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法
の
原
理
』
を
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
伯
爵
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
ャ
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
シ
ュ
に
献
呈
し
、「
献
呈
の
辞
」

を
記
し
て
い
る
。
ま
ず
、
献
呈
の
相
手
の
肩
書
を
ど
う
訳
す
か
が
問
題
で
あ
る
。

田
中
訳
（
一
三
ペ
ー
ジ
）

「
皇
太
子
殿
下
付
き
の
司
令
官
に
し
て

国
王
陛
下
の
も
っ
と
も
誉
高
き
枢
密
顧
問
官
で
あ
ら
れ
る

ニ
ュ
ー
カ
ス
ル
伯
ウ
ィ
リ
ア
ム
閣
下
へ
」

藤
原
元
訳

「
皇
太
子
殿
下
の
司
令
官
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陛
下
の
も
っ
と
も
名
誉
あ
る
枢
密
顧
問
官

ニ
ュ
ー
カ
ス
ル
侯　

ウ
ィ
リ
ア
ム
閣
下
へ
」

原
語

T
o
T
h
e
R
IG
H
T
H
O
N
O
U
R
A
B
L
E
,
W
IL
L
IA
M
,
E
a

 
 
  
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
 
   
 rl

o
f
N
ew
castle,

G
O
V
E
R
N
O
R
to
th
e
P
R
I

    
   
  
         
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 N

C
E
H
IS
H
IG
H
N
E
S
S
,

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

o
n
e
o
f
H
IS
M
A
JE
S
T

 
 
   
   
  
  
 
  
 
 

Y  

’  S
M
O
S
T
H
O
N
O
U
R
A
B
L
E
P
R
IV
Y
C
O
U
N
C
I

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 L  

　

田
中
訳
も
藤
原
元
訳
も
、G

O
V
E
R
N
O
R
to
th
e
P
R
IN
C
E
H
IS
H
IG
H
N
E
S
S

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

を
「
司
令
官
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
皇
太
子

は
、
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
で
あ
る
の
で
、『
法
の
原
理
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
点
で
よ
う
や
く
一
〇
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
少
年

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
皇
太
子
の
司
令
官
と
い
う
の
は
奇
妙
に
感
じ
る
。
ま
た
、T

h
e
R
IG
H
T
H
O
N
O
U
R
A
B
L
E

 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
枢
密
顧
問

官
等
に
対
す
る
敬
称
で
あ
る
。

行
路
社
版

「
皇
太
子
殿
下
の
傅
育
官

国
王
陛
下
の
枢
密
顧
問
官

ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
伯　

ウ
ィ
リ
ア
ム
閣
下 
へ 
」
（
５
）

　
（
２
）　
「
献
呈
の
辞
」
本
文

　

本
文
全
体
を
通
じ
て
、
田
中
訳
と
藤
原
元
訳
と
の
間
に
顕
著
な
類
似
性
は
な
い
。
そ
の
こ
と
と
の
因
果
関
係
は
分
か
ら
な
い
が
、

田
中
訳
に
は
重
大
な
誤
訳
が
多
数
認
め
ら
れ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
意
図
を
伝
え
る
翻
訳
と
は
い
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
「
献
呈
の
辞
」
は
、
数
学
的
方
法
を
意
識
的
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証
可
能
な
学
と
し
て
の
政
治
学
を
確

立
し
た
こ
と
を
ホ
ッ
ブ
ズ
が
み
ず
か
ら
宣
言
し
て
い
る
文
章
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
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哲
学
の
美
し
さ
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
献
呈
の
辞
」
の
性
格
上
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
か
な
り
入
り
組
ん
だ
表
現
を
使
用
し
て
お
り
、
ま
た
、

「
で
す
・
ま
す
」
調
で
訳
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
、
私
の
行
路
社
版
の
翻
訳
も
そ
の
点
に
つ
い
て
至
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
記
し
た
「
献
呈
の
辞
」
全
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
で
き
れ
ば
田
中
訳
と
行
路
社
版
を
比
較
・

参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
田
中
訳
の
問
題
点
を
二
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。

ａ田
中
訳
「
献
呈
の
辞
」
冒
頭
（
一
三
ペ
ー
ジ
）

「
人
間
本
性
の
二
大
要
素
で
あ
り
ま
す
理
性
と
情
念
か
ら
、
数
学
的
な
〔
正
確
さ
を
持
つ
〕
学
問
と
教
説
に
か
ん
す
る
学
問
の
二
つ

が
生
ま
れ
て
ま
い
り
ま
す
」。

藤
原
元
訳

「
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
二
つ
の
基
本
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
理
性
と
情
念
か
ら
、
数
学
的
お
よ
び
臆
断
的
と
い
う
二
つ
の
種
類
の
学

問
が
生
ま
れ
て
お
り
ま
す
」。

　

藤
原
元
訳
は
、d

o
g
m
atical

 
 
 
 
      

と
い
う
語
を
、
お
そ
ら
く
語
源
を
意
識
し
て
「
臆
断
的
」
と
訳
し
て
い
る
。
情
念
に
左
右
さ
れ
る
、

意
見
に
す
ぎ
な
い
学
問
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
臆
断
的
」
と
い
う
訳
語
に
違
和
感
は
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
意
図
に
は
忠
実
で
あ
る
。

「
教
説
に
か
ん
す
る
学
問
」
と
い
う
田
中
訳
は
、
そ
の
点
が
曖
昧
で
、
以
下
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
己
の
政
治
哲
学
を
一
切
の

論
駁
を
許
さ
な
い
「
数
学
的
学
問
」
と
し
て
論
じ
て
い
て
、
彼
の
政
治
哲
学
以
外
の
す
べ
て
の
政
治
哲
学
をd

o
g
m
atical

learn
in

 
 
 
 
            
  

g  

と
し
て
批
判
し
去
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て
は
い
な
い
訳
語
と
考
え
る
。
さ
ら
に
問
題
は
、
こ
こ
で
使
わ
れ
た
「
教
説
」

と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
「
献
呈
の
辞
」
の
中
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
学
説
に
つ
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
読
者
は
混
乱
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ｂ田
中
訳
（
一
五
ペ
ー
ジ
）

「
こ
の
〔
わ
た
く
し
の
〕
教
説
は
簡
単
に
は
証
明
で
き
な
い
の
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
そ
の
結
論
は
、
実
際
に
そ
れ
が
出
る
ま

で
は
、
統
治
と
平
和
は
い
ま
に
い
た
る
ま
で
の
よ
う
に
相
互
に
い
が
み
合
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
」。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
訳
語
は
ど
の
よ
う
な
論
理
構
成
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
説
の
証
明
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、「
と
い
い
ま
す
の
は
」
以
下
の
文
章
と
の
因
果
関
係
が
分
か
ら

な
い
。
そ
も
そ
も
、
原
文
に
は
「
と
い
い
ま
す
の
は
」
に
当
た
る
は
ず
の
、b

ecau
se

 
    
  

も
し
く
はfo

r

 
 
 

が
な
く
、
二
つ
の
文
章
は
た
ん

にan
d

 
 
 

で
結
ば
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
端
的
に
い
う
と
、
私
は
こ
の
訳
文
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。

藤
原
元
訳

「
そ
の
教
義
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
証
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
論
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
統
治
と
平
和
は
こ
ん
に
ち
ま
で
相
互

の
恐
怖
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
藤
原
元
訳
は
、
直
訳
調
と
は
い
え
る
が
、
そ
れ
な
り
に
正
し
い
と
い
え
る
と
思
う
。
前
半
の
原
文
を
示
す
と
、fo

r
th
e
d
o
c

 
 
    
  
 
 
 -  

trin
e,
it
is
n
o
t
slig
h
tly
p
ro
ved

    
          
 
      
 
     
  
   

で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
み
ず
か
ら
の
教
説
の
証
明
がslig

h
t

 
   
 
 

で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
か

な
り
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
直
截
に
い
え
ば
完
璧
に
証
明
済
み
の
教
説
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
一
二

ペ
ー
ジ
、「
教
義
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
ほ
ぼ
完
璧
に
証
明
ず
み
の
も
の
と
い
え
ま
す
し
、
ま
た
、
こ
の
教
義
の
結
論
は
、
こ
の
結

論
が
な
か
っ
た
た
め
に
統
治
と
平
和
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
実
の
と
こ
ろ
は
〔
人
間
〕
相
互
の
恐
怖
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ

て
き
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
り
ま
す
」。

　

な
ぜ
、
田
中
氏
は
、「
こ
の
〔
わ
た
く
し
の
〕
教
説
は
簡
単
に
は
証
明
で
き
な
い
の
で
す
」
と
訳
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
田
中
氏
に
は
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「
簡
単
に
は
証
明
で
き
な
い
も
の
」、「
難
解
な
も
の
」
が
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
先
入
見
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
に
関
す
る
考
え
方
に
背
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
幾
何
学
の
証
明
を
例
と
し
て
考
え
る
と
分
か
り

や
す
い
。
ど
ん
な
に
難
し
く
思
わ
れ
る
定
理
で
あ
れ
、
そ
れ
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
命
題
を
参
照
し
、
そ
の
証
明
を
理
解
す
る
と

い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
誰
し
も
そ
の
定
理
が
真
で
あ
る
と
の
結
論
に
到
達
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
幾
何
学
と
の
恋
」
に
陥

っ
た
の
は
、
偶
然
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
『
原
論
』
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
に
関
す
る
部
分
を
目
に
し
て
、
ま
ず
は
「
こ
ん
な
は
ず
は
な

い
」
と
叫
び
な
が
ら
、
今
述
べ
た
仕
方
で
「
つ
ぎ
つ
ぎ
と
進
ん
で
い
っ
た
あ
げ
く
、
最
初
の
命
題
の
正
し
さ
を
証
明
に
よ
っ
て
納
得

さ
せ
ら
れ 
た 
」
か
ら
で
あ
る
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
が
真
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
だ
け
で
は
な
い
。
普

（
６
）

通
の
能
力
を
備
え
た
人
で
あ
れ
ば
誰
し
も
そ
の
こ
と
を
認
識
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
数
学
の
方
法
は
民
主
主
義
的

で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、『
メ
ノ
ン
』
に
お
い
て
、
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
場
合
で
あ
る
が
、
字
の
読
め
な
い
召
使
を
導
い
て
、
み
ず

か
ら
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
の
発
見
に
い
た
ら
せ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
政
治
哲
学
の
学
説
を
「
美
し
く
か
つ
神
聖
な
玄
義
の
よ
う

に
、
詩
で
飾
る
か
あ
る
い
は
寓
話
に
描
」
い
て
、
人
々
の
目
か
ら
「
隠
蔽
す
る
こ
と
」
を
望
ま
な
か
っ 
た 
。
先
述
し
た
よ
う
に
彼
は
、

（
７
）

数
学
の
方
法
の
民
主
主
義
を
政
治
哲
学
に
採
用
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
理
解
可
能
な
「
平
和
の
王
道
」
を
指
し
示
す
政
治
哲
学
を
提

示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
法
の
原
理
』
の
以
下
の
記
述
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
覚
的
に
か
つ
厳
密
に
こ
の
方
法
を
採
用
し

て
い
る
。『
法
の
原
理
』
の
冒
頭
に
、「
こ
の
〔
わ
た
く
し
の
〕
教
説
は
簡
単
に
は
証
明
で
き
な
い
の
で
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
意
図
に
反
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

三　
「
第
一
部　

自
然
的
人
格
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
」

　

本
節
で
は
、『
法
の
原
理
』
第
一
部
の
田
中
訳
の
誤
り
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
田
中
訳
の
「
で
す
・
ま
す
」 
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調
、
よ
り
正
確
に
は
、「
で
あ
り
ま
す
・
も
の
で
あ
り
ま
す
」
調
の
文
体
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
行
路
社
版
の
「
あ
と
が
き
」

で
述
べ
た
よ
う
に
、『
法
の
原
理
』
は
短
期
議
会
で
国
王
に
与
す
る
発
言
を
す
る
議
員
の
た
め
の
手
元
資
料
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
で
す
・
ま
す
」
調
も
あ
り
う
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、『
法
の
原
理
』
は
意
図
的
に
幾
何
学
の
方
法
を
模
倣
し
て
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
簡
明
な
文
章
が
続
く
。
こ
れ
を
わ
ざ
わ

ざ
「
で
す
・
ま
す
」
調
で
訳
し
て
、
冗
長
に
す
る
意
味
が
私
に
は
分
か
ら
な
い
。

　

そ
の
上
、『
法
の
原
理
』
の
文
体
に
は
、
別
の
問
題
も
あ
る
と
私
は
推
測
す
る
。
先
述
し
た
、「
初
々
し
い
藤
原
先
生
」
の
中
で
、

『
法
の
原
理
』
の
文
章
に
つ
い
て
、「p

lain
an
d
p
ersp
icu
o
u
s

 
    
   
 
  
    
   
 
 
 

の
見
本
と
も
言
う
べ
き
文
章
」
で
あ
る
と
記
し
た
。
こ
のp

lain

 
    
 

an
d
p
ersp
icu
o
u
s

  
 
  
    
   
 
 
 

と
い
う
言
葉
は
、
Ｗ
・
ハ
ラ
ー
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説
教
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
で
あ 
る 
。
私
に

（
８
）

は
英
語
の
文
体
論
を
論
じ
る
能
力
は
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
英
語
に
接
す
る
た
び
に
、
ハ
ラ
ー
の
「
平

明
か
つ
明
晰
」
と
い
う
言
葉
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
章
に
も
妥
当
す
る
と
感
じ
て
き
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
欽
定
訳
聖
書

の
英
語
に
典
型
が
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
平
明
か
つ
明
晰
」
な
英
語
を
駆
使
し
た
説
教
に
よ
っ
て
大
衆
の
支
持
を
獲
得
し
た
。
実
際
、

一
つ
の
文
章
が
ピ
リ
オ
ド
に
達
す
る
の
に
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど
も
か
か
る
よ
う
な
ア
ン
グ
リ
カ
ン
神
学
の
確
立
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ッ
カ

ー
の
マ
ジ
ェ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
文
章
を
読
ん
だ
後
で
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
説
教
を
読
み
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
章
に
接
す
る
と
、
私
の
臆
断

に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
の
精
神
的
雰
囲
気
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
ハ
ラ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
「
民
主
的
」
と
呼 
び 
、
彼
ら
は
「
秘
教
的
、
貴
族
的
な
臭
い
の
す
る
も
の
を
す
べ
て
避
け
た
」
と
述
べ
て
い 

（
９
）

先
に
数
学
の
方
法
の
民
主
主
義
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
文
体
の
民
主
主
義
も
あ
る
と
思
う
。
田
中
氏
の
「
で
す
・
ま
す
」
調
が
こ
の

文
体
の
民
主
主
義
を
否
定
す
る
も
の
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
以
下
、
田
中
訳
の
過
ち
を
指
摘
し
て
い
く
。
読
者
に
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
章
と
節
の
番
号
と
田
中
訳
岩
波
文
庫
版

（　

）
１０る
。
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の
ペ
ー
ジ
数
と
行
数
を
ま
ず
掲
げ
、
必
要
な
場
合
に
は
、
藤
原
元
訳
と
行
路
社
版
と
を
示
し
て
対
照
す
る
。
ま
た
、
原
文
、
原
語
を

示
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
ス
ペ
リ
ン
グ
は
元
の
ま
ま
と
し
た
。
藤
原
元
訳
に
つ
い
て
は
（
第
二
部
の
高
野
元
訳
に
つ
い
て
も
い
え
る

こ
と
だ
が
）、
こ
の
書
評
の
読
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
田
中
訳
と
酷
似
し
て
い
る
場
合
、
藤
原
元

訳
も
示
す
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
同
じ
趣
旨
の
文
章
を
重
ね
て
記
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
第
一
部

の
初
め
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
は
藤
原
元
訳
を
参
照
し
た
と
は
思
う
が
、
田
中
氏
自
身
の
理
解
が
比
較
的
前
面
に
出
て
い
る

翻
訳
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
は
じ
め
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
田
中
訳
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
私
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
が
藤
原
元
訳
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
何
度
か
藤
原
元
訳
を
示
す
こ
と
は
行
っ
た
が
、
多

く
の
場
合
田
中
訳
と
藤
原
訳
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
類
似
し
て
い
る
」
等
の
表
現
に
と
ど
め
、
あ
る
い
は
そ
れ
も
省
略
し
て
田
中

訳
の
問
題
点
の
み
を
指
摘
し
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　
（
１
）　

第
一
章
第
一
節
、
一
九
ペ
ー
ジ
六
行
、「
疑
義
を
持
た
れ
て
い
る
人
び
と
や
論
争
の
火
種
を
抱
え
て
い
る
人
び
と
の
教
説
に

は
か
か
わ
ら
な
い
」。

　

藤
原
元
訳
、「
わ
た
く
し
は
い
ま
疑
義
や
論
争
の
う
ち
に
あ
る
人
び
と
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
で
あ
ろ
う
」。
田
中
訳
の
ほ
う
が

文
章
と
し
て
き
れ
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
藤
原
元
訳
の
ほ
う
が
原
典
に
近
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
現
に
今
相
互
に
疑
い
あ

っ
て
い
る
人
び
と
や
、
論
争
中
の
人
々
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
論
争
の
火
種
を
抱
え
て
い
る
」
で
は
、
ま

だ
論
争
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
（
２
）　

同
章
第
四
節
、
二
〇
ペ
ー
ジ
二
行
、「
生
成
」。
同
ペ
ー
ジ
九
行　
「
生
成
力
」。

　

藤
原
元
訳
、「
出
生
」、「
出
生
力
」。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
こ
で
人
間
の
身
体
の
諸
力
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
の
い
う
力
＝p

o
w
e

 
 
 
 r  
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は
他
の
も
の
を
動
か
し
、
影
響
を
与
え
る
も
の
で
、
い
わ
ば
他
動
詞
的
で
あ
る
。
田
中
訳
の
「
生
成
」、「
生
成
力
」、
藤
原
元
訳
の

「
出
生
」、「
出
生
力
」
は
と
も
に
自
動
詞
的
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
力
の
概
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
原
語
は
、gen

eratio

 
  
      

n  

.   p
o
w
er
g
en
erative

 
 
 
    
  
       

で
あ
り
、
行
路
社
版
、
一
八
〜
九
ペ
ー
ジ
で
は
、「
生
殖
」、「
生
殖
力
」
と
訳
し
た
。
ま
た
、
こ
のg

en
eratio

n

 
  
      
 

と
い
う
言
葉
は
、

第
二
部
第
四
章
第
一
節
以
下
に
も
出
て
く
る
。
そ
の
箇
所
で
は
、
高
野
元
訳
は
「
子
供
を
作
る
行
為
」
と
訳
し
、
田
中
訳
二
五
〇
ペ

ー
ジ
で
も
「
子
供
を
作
る
行
為
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
翻
訳
の
場
合
、
な
る
べ
く
同
じ
言
葉
に
は
同
じ

訳
語
を
使
用
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
努
め
た
。
し
か
し
、
文
脈
上
異
な
る
訳
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
い
箇
所
も
あ
り
、

こ
れ
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
（
３
）　

第
二
章
第
二
節
、
二
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
も
と
も
と
す
べ
て
の
概
念
は
、
事
物
そ
れ
自
体
の
活
動
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
し
て
、
で
す
か
ら
こ
れ
を
概
念
〔
構
想
さ
れ
た
も
の
〕
と
い
う
の
で
す
」。

　

こ
の
文
章
は
私
に
は
意
味
不
明
で
あ
る
。「
…
も
の
で
し
て
」
で
終
わ
る
前
半
と
、「
で
す
か
ら
…
」
で
始
ま
る
後
半
と
の
意
味
連

関
が
分
か
ら
な
い
。
原
文
を
提
示
す
る
。O

rig
in
ally
all
co
n
cep
tio
n
s
p
ro
ceed

f
 

   
  
           
 
   
   
 
   
  
    
 
 ro

m
th
e
actio

n
s
o
f
th
e
th
in
g
itself.

  
 
   
  
     
 
   
    
    
  
 
 
        

w
h
ereo
f
it
is
th
e
o
b
jects.

 
 
   
 
          
   
 
      
「
概
念
〔
構
想
さ
れ
た
も
の
〕」
と
記
し
た
の
は
、co

n
cep
tio
n

 
 
 
   
   
 

を
説
明
し
た
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う

が
、
そ
う
す
る
と
「
構
想
す
る
」
主
体
は
何
か
と
問
い
た
く
な
る
。
行
路
社
版
、
二
一
ペ
ー
ジ
、「
そ
も
そ
も
、
す
べ
て
の
概
念
は
、

そ
の
概
念
の
も
と
と
な
る
事
物
そ
の
も
の
の
活
動
か
ら
生
じ
る
」。

　
（
４
）　

同
章
第
三
節
、
二
三
ペ
ー
ジ
三
行
、「
眼
が
〔
事
物
の
〕
本
質
を
わ
た
く
し
た
ち
に
伝
え
る
対
象
物
が
知
覚
や
知
識
の
全
体

で
あ
る
」。

　

藤
原
元
訳
、「
そ
れ
が
目
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
の
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
伝
達
す
る
す
べ
て
の
知
覚
お
よ
び
知
識
で
あ
る
」。
ど
ち 

ら
の
訳
も
真
面
目
に
考
え
る
と
、
訳
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
原
文
、w

h
ich
is
all
th
e
n
o
tice

an
d
k
n
o
w
led
g

 
 
   
        
  
   
 
       
 
 
 
 
 
 
   
 

e
th
e
o
b
ject
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im
p
arteth

to
u
s
o
f
its
n
atu
re
b
y
th
e

  
 
      
   
  
   
       
   
  
  
    
 

eye.

     

行
路
社
版
、
二
二
ペ
ー
ジ
、「
そ
れ
が
、
目
を
通
じ
て
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
そ
の

本
質
に
つ
い
て
伝
達
す
る
知
覚
、
お
よ
び
知
識
の
す
べ
て
で
あ
る
」。

　
（
５
）　

同
章
第
九
節
、
二
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
〜
二
九
ペ
ー
ジ
一
行
、「
鐘
の
内
的
部
分
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
の
は
、

音
で
は
な
く
運
動
で
あ
り
ま
し
て
、
鐘
の
内
的
部
分
に
お
け
る
運
動
を
作
り
出
す
の
で
あ
り
ま
す
」。

　

藤
原
元
訳
、「
鐘
の
舌
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
の
は
音
で
は
な
く
運
動
で
あ
り
、
鐘
の
内
的
部
分
に
お
け
る
運
動
を
つ

く
り
だ
す
の
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
藤
原
元
訳
が
お
お
む
ね
正
し
い
。
藤
原
元
訳
で
「
鐘
の
舌
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、clap

p
e

 
   
 
 r  

で
あ
り
、
藤
原
元
訳
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
田
中
訳
は
お
そ
ら
く
こ
の
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
嫌
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

結
果
と
し
て
、
鐘
の
構
造
を
な
ん
ら
顧
慮
し
な
い
、
意
味
不
明
な
訳
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
鐘
の
舌
」
を
除
い
て
、
田
中
訳
が
藤

原
元
訳
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
（
６
）　

第
三
章
第
三
節
、
三
三
ペ
ー
ジ
九
行
以
降
。
そ
の
前
も
含
め
て
、
こ
の
節
の
訳
は
分
か
り
に
く
い
。
こ
の
箇
所
で
ホ
ッ
ブ

ズ
は
夢
の
原
因
を
論
じ
て
い
て
、
例
え
ば
、
人
が
自
分
の
好
ま
し
く
思
う
異
性
の
夢
を
見
る
こ
と
と
身
体
の
状
態
と
の
関
連
を
説
明

し
て
い
る
。
面
白
い
箇
所
な
の
で
、
で
き
れ
ば
行
路
社
版
二
九
〜
三
〇
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
誰
か
に
熱
を
あ
げ
る
」
と
い
う

表
現
が
、
英
語
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

　
（
７
）　

第
三
章
第
七
節
、
三
七
ペ
ー
ジ
八
行
、「
い
っ
ぽ
う
の
概
念
は
距
離
の
作
用
に
よ
っ
て
、
他
ほ
う
の
概
念
は
時
の
作
用
が
衰

え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
…
」。

　

こ
の
箇
所
は
、
記
憶
と
は
何
か
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
説
明
が
少
し
舌
足
ら
ず
で
分
か
り
に
く
い
。
い
っ

た
ん
獲
得
し
た
概
念
が
時
間
の
作
用
で
弱
め
ら
れ
、
曖
昧
に
な
る
こ
と
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
遠
く
か
ら
も
の
を
見
る
こ
と
に
た
と
え
て

説
明
し
て
い
る
。
田
中
訳
は
、
前
半
は
「
い
っ
ぽ
う
の
概
念
」
と
い
う
主
語
が
「
距
離
の
作
用
に
よ
っ
て
」
を
経
て
、「
起
こ
る
」
に
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接
続
し
、
正
し
い
。
し
か
し
、「
他
ほ
う
の
概
念
は
時
の
作
用
が
衰
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
…
」
と
い
う
文
章
は
、「
時
の
作
用
」

が
「
衰
え
る
」
と
し
か
読
め
な
い
。
記
憶
に
対
し
て
時
間
が
及
ぼ
す
影
響
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
増
大
す
る
と
考
え
る
の
が
、
通

常
で
あ
ろ
う
。

　
（
８
）　

第
四
章
第
一
節
、
四
〇
ペ
ー
ジ
。
第
一
節
全
体
。

　

こ
の
節
全
体
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
か
ら
相
当
離
れ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
三
五
〜
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
来
は
、
原
文

を
挙
げ
、
田
中
訳
も
掲
げ
て
、
そ
の
違
い
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
簡
略
化
の
た
め
に
、
読
者
が
田
中
訳
を
検
討
す
る

た
め
の
ヒ
ン
ト
だ
け
を
記
す
。
同
ペ
ー
ジ
三
行
目
、「
ま
え
の
思
考
が
の
ち
の
思
考
を
誘
導
す
る
ば
あ
い
は
別
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
の

箇
所
の
「
別
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
の
原
語
はo
rd
erly

 
  
    

＝
「
秩
序
立
っ
て
い
る
」
で
あ
り
、
な
ぜ
あ
い
ま
い
な
表
現
に
し
た
の
か
疑

問
で
あ
る
。
四
行
目
、「
推
論
な
る
語
は
ふ
つ
う
言
葉
の
連
続
性
や
一
貫
性
を
前
提
し
ま
す
」
と
い
う
文
章
の
、「
前
提
し
ま
す
」
は
、

is
co
m
m
o
n
ly
tak
en
fo
r

   
  
 
 
 
 
      
  
   
 

な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
受
動
態
で
あ
る
が
、tak

e

 
  
 

と
い
う
動
詞
に
は
、tak

e
A
fo
r
B

 
  
  
 
   
  
 

と
い
う
形
で
、

「
Ａ
を
Ｂ
と
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
用
法
が
あ
る
。
行
路
社
版
、
三
五
ペ
ー
ジ
、「
推
論
と
い
う
語
は
、
普
通
、
語
の
一

貫
性
と
連
続
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
」。
ま
た
、
こ
の
節
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
はd

isco
u
rse

 
    
 
   

とd
iscu
rsio
n

 
    
    
 

を
使
い
分
け
る
と

述
べ
て
い
る
。d

isco
u
rse

 
    
 
   

は
「
推
論
」
で
あ
る
が
、
後
者
のd

iscu
rsio
n

 
    
    
 

に
は
「
と
り
と
め
の
な
い
話
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
田

中
訳
は
、
こ
のd
isco
u
rse

 
    
 
   

とd
iscu
rsio
n

 
    
    
 

に
同
一
の「
推
論
」と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
る
。
行
路
社
版
三
五
ペ
ー
ジ
で
は
、discu

rsio

 
    
    

n  

を
「
思
考
の
流
れ
」
と
訳
し
た
。
な
お
、
四
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、
四
二
ペ
ー
ジ
四
行
、
五
行
、
後
ろ
五
行
に
も
、「
推
論
」
と
い
う

訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
てd

iscu
rsio
n

 
    
    
 

で
あ
り
、
訳
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
（
９
）　

同
章
第
二
節
、
四
一
ペ
ー
ジ
六
行
、「
心
は
ほ
と
ん
ど
、
い
か
な
る
ば
あ
い
も
、
も
の
か
ら
も
の
へ
と
向
か
う
」。

　

原
文
は
、th

e
m
in
d
m
ay
ru
n
alm
o
st
fro
m
an
y
th
i

 
 
   
  
 
  
     
 
    
 
      
 
   
    
 n

g
to
an
y
th
in
g

 
 
   
   
    
  
 

で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
聖
ア
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ン
デ
レ
と
い
う
言
葉
を
目
に
し
た
こ
と
か
ら
、「
暴
動
」
に
ま
で
精
神
が
誘
わ
れ
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
驚
く
よ
う
な
観
念
連
合
を
使
っ

て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
、
こ
こ
に
原
文
を
記
し
た
こ
と
を
述
べ
た
い
た
め
で
あ
る
。
田
中
訳
は
、an

y

 
 
 

を
訳
し
て
い
な
い
の

で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
意
図
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
三
五
ペ
ー
ジ
、「
精
神
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
か
ら
す
べ
て

の
も
の
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
四
五
ペ
ー
ジ
六
行
、「
経
験
は
決
し
て
な
に
が
普
遍
的
な
も
の
か
を
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

１０
す
」。

　

原
文
は
、E

x
p
erien

ce
co
n
clu
d
eth
n
o
th
in
g
u
n
iver

 
 
 
     
     
 
   
 
   
  
 
  
  
 
  
 
    sally

     

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
認
識
論
を
理
解
す
る
上
で
重

要
な
箇
所
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
三
九
ペ
ー
ジ
、「
経
験
は
普
遍
的
な
結
論
を
下
さ
な
い
」。

　
（　

）　

第
五
章
第
一
節
、
四
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
以
下
、「
概
念
は
…
そ
れ
ら
の
概
念
が
、
わ
た
く
し
た
ち
の
心
の
な
か
に
生
じ
さ

１１
せ
る
事
物
を
耳
に
し
た
り
眼
に
し
た
り
し
た
際
に
、
交
互
に
生
起
し
た
…
」。

　

こ
の
文
章
は
私
に
は
意
味
不
明
で
あ
る
。「
そ
れ
ら
の
概
念
」
と
い
う
主
語
は
「
生
じ
さ
せ
る
」
に
か
か
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
概
念

が
人
間
の
心
の
中
に
な
ん
ら
か
の
事
物
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
想
像
を
絶
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
逆
に
、
事
物
が
人
間

の
心
に
概
念
を
生
じ
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
四
一
ペ
ー
ジ
、「
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
選
択
や
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
概
念

に
つ
い
て
有
す
る
必
要
に
応
じ
て
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
の
概
念
を
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
生
み
出
す
事
物
〔
の

音
〕
を
耳
に
し
、
目
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
の
に
応
じ
て
、
交
互
に
生
起
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
四
九
ペ
ー
ジ
二
行
以
下
、「
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
た
ち
の
経
験
に
よ
れ
ば
…
獣
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま

１２
す
」。

　

こ
の
文
章
は
、
動
物
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
そ
れ
に
つ
い
て
」
の
知
見
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
の
文
章
な
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、「
そ
れ
」
が
な
ん
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
田
中
氏
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
論
じ
る
際
、
動
物
と
人
間
と
の
違
い
を
無

視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
学
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
も
人
間
の
学
な
の
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
人
間
と
動
物

の
相
違
点
の
一
つ
を
ホ
ッ
ブ
ズ
が
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
原
文
を
示
す
。T

h
e
ex
p
erien

ce
w
e
h
ave
h
ereo
f,
is
in

 
 
    
 
     
    
   
    
 
   
 
        

su
ch

   
  
 

b
ru
te
b
easts,

etc.

 
  
    
           

行
路
社
版
、
四
一
ペ
ー
ジ
、「
こ
の
点
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
経
験
を
も
つ
野
獣
も
い
る
」。
し
か
し
、

獣
に
は
記
憶
力
が
な
く
、
食
べ
残
し
を
隠
し
て
お
い
て
も
、
ど
こ
に
隠
し
た
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
が
、
人
間
に
は
記
憶
を
確
実
な

も
の
に
す
る
記
号
を
作
る
能
力
が
あ
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
論
じ
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
五
三
ペ
ー
ジ
八
行
、「
普
遍
的
で
あ
り
、
多
く
の
事
物
に
共
通
す
る
名
辞
が
、
つ
ね
に
個
々
の
す
べ
て
の
事

１３
物
に
与
え
ら
れ
て
（
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
す
が
）
同
じ
よ
う
な
概
念
や
思
考
を
内
に
含
む
わ
け
で
は
な
い
」。

　

こ
の
文
章
は
、
私
の
理
解
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
一
つ
の
名
辞
な
り
名
称
が
「
す
べ
て
の
事
物
に
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ

と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
第
五
節
、
六
節
で
説
明
し
た
、
人
間
等
々
の
普
遍
的
名
辞
・
名
称
の
説
明
を
さ
ら

に
展
開
し
、
曖
昧
さ
が
生
じ
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
行
路
社
版
を
示
す
。
四
五
ペ
ー
ジ
、「
多
く
の
事
物
に
対
し
て
普
遍
的
で
、

共
通
で
あ
る
名
称
が
、
そ
の
名
称
の
対
象
と
な
る
個
物
す
べ
て
の
中
に
類
似
し
た
概
念
と
考
察
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
す

べ
て
の
個
物
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
（
本
当
は
こ
う
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
が
）、
こ
れ
が
必
ず
し
も
常
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
の
で
あ
る
」。

　

な
お
、
田
中
訳
も
藤
原
元
訳
も
第
五
章
第
二
節
に
お
い
て
、n

am
e

 
  
 

を
「
名
辞
」、ap

p
ellatio

n

 
 
 
       
 

を
「
名
称
」
と
訳
す
こ
と
に
し
て

い
る
。
し
か
る
に
、
藤
原
元
訳
も
田
中
訳
も
と
も
に
、
こ
の
箇
所
で
はap

p
ellatio

n
 
 
 
       
 

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
「
名
辞
」

と
訳
し
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
五
四
ペ
ー
ジ
後
ろ
六
行
、「
そ
の
双
方
を
、
大
学
で
は
命
題
と
呼
び
」。

１４
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ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
大
学
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
は
、
一
貫
し
てU

n
iversity

 
 
        

を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、th

e
S
ch
o
o
ls

 
 
   
  
 
 
  

が
使
わ

れ
て
お
り
、「
ス
コ
ラ
学
派
」。
ま
た
、
同
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
人
間
は
正
し
く
な
い
」
は
、m

an
is
n
o
t
rig
h
teo
u
s

 

  
     
 
     
 
   
 
 

で
あ
り
、

rig
h
teo
u
s

   
 
   
 
 

は
義
認
論
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
語
で
、「
人
間
は
義
で
は
な
い
」
が
正
し
い
と
考
え
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
五
五
ペ
ー
ジ
六
行
、「
真
理
と
い
う
命
題
と
真
と
い
う
命
題
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な

１５
け
れ
ば
後
者
の
名
称
は
前
者
を
包
含
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
文
章
の
原
文
は
、tru

th
,
an
d
a
tru
e
p
ro
p
o
sitio
n
,
is
al

 
  
  
    
 
      
   
  
 
 
     
 
       l

o
n
e.
O
r
else,

etc

   
 
    
           

で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
節
で
、
真

理
と
誤
り
と
が
、
と
も
に
「
正
し
い
命
題
」
と
「
誤
っ
て
い
る
命
題
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
田
中
訳
で
、「
同
じ
で
あ
る
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
」
と
連
続
し
て
訳
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
原
文
で
は
終
止
符
で
区
切
ら
れ
て
い
て
、
終
止
符
の
前
で
は
真
理
と
は

何
か
を
、
終
止
符
の
後
で
は
誤
り
と
は
何
か
を
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
然
と
分
け
て
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

田
中
氏
の
、「
真
理
と
い
う
命
題
と
真
と
い
う
命
題
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
訳
語
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
行
路
社
版
、

四
六
ペ
ー
ジ
、「
真
理
と
正
し
い
命
題
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
節
全
体
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
認
識
論
に
関
す

る
重
要
な
箇
所
だ
と
考
え
る
の
で
、
行
路
社
版
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
四
節
、
五
七
ペ
ー
ジ
六
行
、「
人
間
の
情
念
は
そ
の
す
べ
て
が
、
人
間
の
自
由
な
意
志
に
よ
る
運
動
の
始
ま
り
で

１６
あ
る
と
同
時
に
、
舌
の
運
動
に
よ
る
言
葉
の
始
ま
り
に
よ
る
も
の
で
す
」。

　

「
人
間
の
自
由
な
意
志
に
よ
る
」
はvo

lu
n
tary

 
 
  
 
    

の
訳
語
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
由
意
志
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、vo

lu
n
tar

 
 
  
 
   y  

を
訳
す
際
、「
自
由
な
」
を
付
加
す
る
と
誤
り
に
な
る
。
文
末
の
「
言
葉
の
始
ま
り
に
よ
る
も
の
で
す
」
と
い
う
句
は
ど
う
い
う
意
味

な
の
だ
ろ
う
か
。
短
く
す
る
と
、「
人
間
の
情
念
は
そ
の
す
べ
て
が
言
葉
の
始
ま
り
に
よ
る
も
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

も
私
の
理
解
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
行
路
社
版
、
四
八
ペ
ー
ジ
、「
人
間
の
情
念
は
、
人
間
の
意
志
に
よ
る
運
動
す
べ
て
の
始
ま
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り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
話
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
て
、
話
は
舌
の
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
五
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行　
「
あ
る
人
の
多
く
の
過
ち
を
な
お
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
」。

１７

　

藤
原
元
訳
は
、「
あ
る
ひ
と
り
の
人
間
の
多
く
の
誤
り
を
直
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
こ
の
箇
所
の
原
文

は
、it

is
im
p
o
ssib
le
to
rectify

so
m
an
y

 
       
 
 
    
     
   
        
  
  
  erro

rs
o
f
an
y
o
n
e
m
an

    
    
    
   
 
   
  

で
あ
る
。
藤
原
元
訳
も
田
中
訳
も
と
も
にan

y

 
 
 

の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
訳
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
行
路
社
版
、
四
九
ペ
ー
ジ
、「
だ
れ
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
ば
す
べ
て
犯
し
て
し
ま
う
あ
ま
た
の

誤
り
を
修
正
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」。
な
お
、
参
考
ま
で
に
こ
の
文
章
に
先
立
つ
箇
所
の
藤
原
元
訳
を
記
す
。
田
中
訳
は
そ
れ

と
類
似
し
て
い
る
。「
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
知
識
の
ま
さ
に
第
一
根
拠
で
あ
る
感
覚
か
ら
新
た
に
出
発
し
、
書
物
の
か

わ
り
に
自
分
自
身
の
概
念
を
秩
序
だ
っ
て
読
み
と
っ
て
い
く
こ
と
な
し
に
は
、
こ
れ
ら
の
原
因
か
ら
生
み
だ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ

う
な
」。
田
中
訳
は
、「
生
み
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
」
の
箇
所
を
「
生
じ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
過
去
形
に
変
え
、m

u
st
n
eed
s

 

 
    
   
 

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
い
る
が
、
藤
原
元
訳
の
ほ
う
が
正
し
い
。
ま
た
、
こ
の
節
の
末
尾
に
、「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
、
田
中
氏
は
注
を
付
し
て
、「
お
ま
え
は
人
の
こ
と
よ
り
自
分
自
身
の
こ
と
を
反
省
せ
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
（　

）　

第
六
章
第
九
節
、
六
五
ペ
ー
ジ
四
行
、「
な
ぜ
な
ら
、
疑
念
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
の
原
因
も
な
い
か
ら

１８
で
し
て
…
」。

　

行
路
社
版
、
五
四
ペ
ー
ジ
、「
な
ん
の
原
因
も
存
在
し
な
い
も
の
は
な
に
も
な
く
…
」。

　
（　

）　

第
七
章
各
節
要
約
六
七
ペ
ー
ジ
二
行
、「
四
・
五　

終
わ
り
〔
目
的
〕、
成
果
」。

１９

　

「
終
わ
り
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、en

d

 
 
 

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
第
七
章
の
各
節
の
内
容
を
紹
介
す
る
箇
所
で
あ
る
。
前
後
の

関
係
か
ら
考
え
て
、
田
中
氏
が
主
た
る
訳
語
と
し
て
「
終
わ
り
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
第
五
節
を
読
ん
で
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も
、「
終
わ
り
」
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
ん
ら
語
ら
れ
て
い
な
い
。
無
論
、「
目
的
」
が
正
し
い
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
六
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
究
極
目
的
」。

２０

　

「
究
極
目
的
」
と
訳
さ
れ
た
原
語
は
、fin

al
cau
se

 
  
      
  

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
目
的
因
」
と
い
う
定
訳
が
あ
る
。

　
（　

）　

第
八
章
第
四
節
、
七
七
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
こ
う
し
た
力
に
よ
っ
て
、
私
が
意
味
し
ま
す
の
は
、
…
栄
養
的
、
生
殖
的
、

２１
動
的
な
諸
能
力
…
」。

　

こ
の
箇
所
は
、
藤
原
元
訳
と
の
類
似
性
が
顕
著
で
あ
る
。
藤
原
元
訳
を
示
す
。「
か
か
る
力
に
よ
っ
て
わ
た
く
し
が
意
味
す
る
も
の

は
、
前
章
で
述
べ
た
身
体
と
精
神
の
諸
能
力
、
す
な
わ
ち
、
身
体
に
か
ん
し
て
い
え
ば
栄
養
的
、
生
殖
的
、
動
的
な
諸
能
力
…
」。
田

中
訳
、
藤
原
訳
と
も
に
、（
２
）
で
述
べ
たg
en
erative

 
  
       

と
い
う
言
葉
を
、
前
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
訳
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
訳

語
の
一
貫
性
は
な
る
べ
く
で
は
あ
る
が
、
追
求
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
七
九
ペ
ー
ジ
四
行
、「
大
偉
業
や
危
険
を
冒
し
て
で
も
こ
と
を
企
て
る
の
は
、
自
分
自
身
の
力
に
つ
い
て
判

２２
断
し
た
し
る
し
で
あ
り
ま
す
の
で
…
」。

　

行
路
社
版
、
六
五
ペ
ー
ジ
、「
大
き
な
事
業
計
画
に
も
と
づ
き
、
危
険
を
も
の
と
も
せ
ず
、
事
業
に
乗
り
出
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

自
身
の
力
に
つ
い
て
の
〔
他
の
人
々
の
〕
意
見
か
ら
結
果
す
る
し
る
し
で
あ
る
の
で
…
」。
こ
の
文
章
の
意
味
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
箇

所
の
言
葉
か
ら
推
測
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
、
難
し
い
。
私
は
、
大
事
業
に
乗
り
出
す
た
め
に
、
資
金
を
集
め
よ
う
と
し
て
、
株

を
売
り
出
す
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
た
。
そ
の
際
、
実
際
に
資
金
が
集
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
他
人
が
自
分
の
力
量
を
高
く
評
価
し
て

く
れ
た
こ
と
の
し
る
し
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
女
王
陛
下
の
海
賊
」
は
こ
こ
に
記
し
た
方
法
で
資
金
を
集

め
て
、
私
掠
船
で
船
出
し
た
。
田
中
訳
で
は
、
自
分
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、「
名
誉
あ
る
こ
と
」
に
は

な
ら
な
い
。
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こ
の
節
、
七
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
生
殖
力
に
す
ぐ
れ
多
数
の
子
孫
を
残
す
し
る
し
で
あ
り
ま
す
」
は
、
藤
原
元
訳
、「
生
殖
力

に
す
ぐ
れ
多
く
の
子
孫
を
も
つ
し
る
し
で
あ
る
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
考
え
る
。
こ
の
藤
原
訳
自
体
私
が
知
恵
を
絞
っ
た
記
憶
が
あ
る
。

問
題
は
、「
多
く
の
子
孫
」
の
原
語
が
、m

u
ch
issu
e

 

 
  
     
 

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
多
く
の
子
孫
」
で
あ
れ
ば
、m

an
y
issu
es

 

  
      
  

で
あ

ろ
う
。
私
は
行
路
社
版
、
六
五
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
か
な
り
思
い
切
っ
た
訳
を
試
み
た
。
そ
の
箇
所
に
付
し
た
訳
注
で
そ
の
よ
う
に

訳
し
た
理
由
も
記
し
た
が
、
自
信
は
な
い
。
行
路
社
版
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
八
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
六
行
、「
金
銭
を
与
え
る
ば
あ
い
に
は
、
か
れ
が
必
要
と
し
て
い
る
額
は
些
少
で
あ
る
か

２３
の
よ
う
に
─
─
と
い
い
ま
す
の
は
、
彼
が
多
く
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
か
れ
の
貧
困
の
程
度
が
大
き
い
こ
と
を
示

す
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
─
─
す
る
こ
と
」。

　

上
記
の
田
中
訳
で
は
、
相
手
へ
の
軽
蔑
を
示
す
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
敬
意
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
箇
所
に
は
、
ホ

ッ
ブ
ズ
の
人
間
観
察
の
鋭
さ
が
表
れ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
六
六
ペ
ー
ジ
、「
か
り
に
金
銭
を
与
え
る
場
合
に
も
、
そ
の
人
間
が
必
要

と
し
て
い
る
金
銭
が
些
少
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
け
の
額
を
与
え
る
こ
と
─
─
と
い
う
の
は
、
些
少
な
額
の
金
銭
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
多
額
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
ひ
ど
い
貧
困
だ
か
ら
で
あ
る
─
─
」。

　
（　

）　

第
九
章
第
五
節
、
八
六
ペ
ー
ジ
四
行
、「
た
だ
、
怒
り
に
追
い
や
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
…
見
当
違
い
の
怒
り
に
過
ぎ
な
い

２４
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
」。

　

田
中
氏
が
な
に
ゆ
え
右
記
の
よ
う
な
訳
語
に
た
ど
り
着
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
を
い
っ
て
い

る
。
行
路
社
版
、
七
一
ペ
ー
ジ
、「
し
か
し
、
こ
の
定
義
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
生
命
も
感
覚
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

を
軽
蔑
す
る
能
力
を
も
た
な
い
事
物
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
怒
り
へ
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
い
う
よ
く
あ
る
経
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
」。
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（　

）　

同
章
第
六
節
、
八
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
以
下
、「
憎
悪
の
相
手
こ
そ
殺
戮
の
目
標
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
も
こ
ち
ら
が
恐
怖

２５
か
ら
逃
れ
た
い
ば
か
り
に
企
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」。

　

こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
復
讐
と
は
何
か
を
述
べ
て
い
て
、
そ
れ
は
敵
を
殺
す
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
人
の
感
覚
と

は
異
な
る
興
味
深
い
箇
所
な
の
で
、
行
路
社
版
、
七
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
行
路
社
版
、
七
一
ペ
ー
ジ
、「
殺
す
こ
と
は
、
憎

悪
す
る
人
間
の
目
的
で
あ
り
、
自
分
自
身
か
ら
恐
怖
を
振
り
ほ
ど
く
こ
と
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
八
八
ペ
ー
ジ
八
行
、「
不
信
と
は
、
他
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
た
い
し
て
疑
念
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
ま
す
」。

２６

　

こ
の
田
中
訳
の
逆
の
こ
と
を
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
七
三
ペ
ー
ジ
、「
不
信
、
す
な
わ
ち
疑
念
と
は
、
人
に
〔
他

人
に
頼
る
こ
と
な
く
〕
他
の
手
段
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
備
え
る
よ
う
つ
と
め
さ
せ
る
疑
惑
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
九
〇
ペ
ー
ジ
八
行
、「
羨
望
と
は
、〔
希
望
と
〕
同
時
に
何
ら
か
の
不
幸
が
競
争
相
手
に
降
り
か
か
る
か

２７
も
し
れ
な
い
と
想
像
す
る
快
楽
と
結
び
つ
い
て
お
り
ま
す
」。

　

こ
の
文
章
は
日
本
語
と
し
て
奇
妙
で
あ
る
。「
羨
望
」
と
は
で
始
ま
る
の
だ
か
ら
、「
…
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
補
足
の
〔
希
望
と
〕
と
い
う
の
も
何
に
か
か
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
意
味
も
不
明
で
あ

る
。
原
文
は
、E

N
V
Y
is
th
e
sam
e
g
rief,

etc.

 
 
 
 
      
     
   
          

で
あ
る
が
、
こ
のsam

e
g
rief

 
  
   
    

が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
七
四
ペ
ー

ジ
、「
嫉
妬
（E
N
V
Y

 
 
 
 

）
は
、
こ
れ
と
同
一
の
悲
し
み
で
は
あ
る
が
、
そ
の
競
争
相
手
に
降
り
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
な
ん
ら
か
の
不

幸
を
想
像
す
る
こ
と
に
お
い
て
思
い
描
か
れ
る
快
楽
と
結
び
つ
い
て
い
る
」。
な
お
、
田
中
訳
でen

vy

 
 
  

が
羨
望
と
訳
さ
れ
て
い
る
点

な
ど
に
、
藤
原
元
訳
の
影
響
を
感
じ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
三
節
、
九
一
ペ
ー
ジ
九
行
、「
ま
た
人
び
と
は
冗
談
を
聞
く
と
笑
い
ま
す
が
、
気
の
利
い
た
洒
落
は
、
話
の
な
か

２８
に
つ
ね
に
、
お
も
し
ろ
お
か
し
い
な
ん
ら
か
の
要
素
を
、
見
事
に
と
り
こ
ん
で
い
ま
す
」。
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ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
ま
っ
た
く
記
し
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
七
五
ペ
ー
ジ
、「
ま
た
、
人
間
は
冗
談
を
笑
う
。
冗
談

の
機
知
は
常
に
、
他
人
の
な
ん
ら
か
の
愚
か
さ
を
優
雅
に
暴
露
し
、
そ
れ
を
判
然
と
認
識
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
」。
笑
い
は

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
特
別
な
意
味
を
有
す
る
。
彼
は
『
市
民
論
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ゾ
ー
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
の

観
念
を
否
定
す
る
道
具
と
し
て
笑
い
を
用
い
て
い
る
。
笑
い
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
人
間
の
反
社
会
性
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
、
行
路
社
版
『
法
の
原
理
』
の
こ
の
節
に
付
し
た
訳
注
（　

）
に
お
い
て
説
明
し
た
。
そ
ち
ら
を
参
照
い

３０

た
だ
き
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
四
節
、
九
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
ダ
メ
出
し
」。

２９

　

「
ダ
メ
出
し
」
と
い
う
言
葉
に
は
驚
い
た
。
そ
も
そ
も
私
に
は
、「
ダ
メ
出
し
」
と
い
う
言
葉
の
正
確
な
意
味
が
分
か
ら
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
六
節
、
九
四
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
美
し
さ
や
そ
の
他
の
資
質
の
ほ
か
に
、
愛
情
を
抱
く
側
に
〔
必
要
と
す
る
相

３０
手
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
〕
希
望
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

こ
の
文
章
に
先
立
っ
て
、
愛
さ
れ
る
人
間
の
「
美
し
さ
や
そ
の
他
の
資
質
」
が
愛
さ
れ
る
原
因
で
は
な
い
と
い
う
訳
語
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
言
葉
は
そ
れ
と
矛
盾
す
る
。
ま
た
、〔　

〕
の
補
足
も
分
か
ら
な
い
。
原
文
は
、u

n
less

th
ere
b
e
w
ith
al

 
 
       
   
  
   
   
   

h
o
p
e
in
th
e
p
erso
n
th
at
lo
veth

 
 
 
    
   
   
    
 
   
     
    

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
七
八
ペ
ー
ジ
、「
愛
す
る
人
間
の
側
が
あ
え
て
そ
れ
を
希
望
す
る
な
ら

と
も
か
く
」。
こ
の
み
ず
か
ら
の
訳
に
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
田
中
訳
は
間
違
い
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
（　

）　

同
章
第
二
一
節
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
以
下
、「
わ
た
く
し
た
ち
は
こ
の
競
争
で
、
人
に
先
ん
じ
て
ゴ
ー
ル
す
る
以
外

３１
に
は
栄
冠
は
な
い
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

こ
の
箇
所
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
間
の
人
生
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
生
を

死
に
い
た
る
ま
で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
競
争
に
例
え
て
い
る
。
田
中
訳
で
は
、「
人
に
先
ん
じ
て
ゴ
ー
ル
す
る
と
い
う
栄
冠
」
は
あ
る
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と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
誤
読
で
あ
る
。
人
生
と
い
う
競
争
に
お
い
て
、
人
よ
り
早
く
ゴ
ー
ル
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
に

先
ん
じ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
八
二
ペ
ー
ジ
、「
こ
の
レ
ー
ス
に
は
先
頭
に
立
つ
こ
と
以
外
に
は
ゴ
ー
ル
も
な

け
れ
ば
、
栄
冠
も
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
の
箇
所
の
理
解
に
は
、
第
一
部
第
七
章
第
七
節
の
「
至
福
」
に
つ
い
て
の

ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
解
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
行
路
社
版
の
第
七
章
第
七
節
に
付
し
た
訳
注
（　

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２３

　
（　

）　

同
章
第
二
一
節
、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
以
下
、「
努
力
す
る
の
は
欲
求
。
…
た
え
ず
ま
え
の
人
を
追
い
越
し
続
け
る
の
は
こ
の
上

３２
な
い
喜
び
。
そ
し
て
、
自
分
の
決
め
た
〔
人
生
の
〕
方
針
を
捨
て
る
の
は
死
を
意
味
す
る
こ
と
」。

　

こ
の
箇
所
は
、
実
際
に
は
田
中
訳
で
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
は
、T

o
en
d
eavo
u
r,
is

 
 
   
 
    
 
      

ap
p
etite.

  
 
      

に
始
ま
る
箇
条
書
き
も
し
く
は
詩
の
よ
う
な
形
を
取
っ
て
い
る
。
名
詞
的
用
法
の
不
定
詞
が
主
語
で
、
カ
ン
マ
が
付
さ
れ
、

is   

プ
ラ
ス
名
詞
も
し
く
は
名
詞
的
用
法
の
不
定
詞
と
い
う
形
が
基
本
的
で
、
途
中
か
らis   
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
Ａ
は

Ｂ
で
あ
る
と
訳
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
田
中
訳
は
文
章
ご
と
に
、
奇
妙
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
趣
旨
を

か
え
っ
て
分
か
り
に
く
く
し
て
い
る
。
行
路
社
版
の
対
応
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、「
た
え
ず
ま
え
の
人
を
追
い
越
し
続
け
る

の
は
こ
の
上
な
い
喜
び
」
の
「
こ
の
上
な
い
喜
び
」
は
、felicity
 
       

＝
至
福
で
あ
り
、（　

）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
概
念
は
ホ
ッ

３１

ブ
ズ
の
人
間
理
解
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
、「
至
福
」
で
一
貫
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
そ
し
て
、
自
分
の
決
め
た
〔
人
生

の
〕
方
針
を
捨
て
る
の
は
死
を
意
味
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
書
い
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
八
三
ペ
ー
ジ
、

「
そ
し
て
、
コ
ー
ス
を
捨
て
る
こ
と
は
、
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
」。

　
（　

）　

第
一
〇
章
第
二
節
、
一
〇
四
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
、「
何
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
生
命
力
の
仕
組
み
を
助
長
し
…
他
の
人
に
と

３３
っ
て
は
悲
し
み
を
も
た
ら
す
か
を
知
っ
て
お
り
ま
す
」。

　

こ
の
訳
文
で
「
何
が
」
に
当
た
る
も
の
が
、
原
文
に
は
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、th

at
w
h
ich

 
 
    
 
   

で
あ
る
が
、w

h
at

 
 
  

は
記
さ
れ
て
い
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な
い
。
ま
た
、
意
味
も
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
行
路
社
版
、
八
六
ペ
ー
ジ
、「
あ
る
人
に
お
い
て
は
生
命
体
の
構
造
を
助

長
し
、
促
進
し
、
そ
れ
ゆ
え
歓
喜
を
も
た
ら
す
も
の
が
、
他
の
人
に
お
い
て
は
生
命
の
構
造
を
妨
害
し
、
悲
し
み
を
も
た
ら
す
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
、
一
〇
四
ペ
ー
ジ
四
行
、「
名
誉
に
あ
ず
か
り
え
な
い
よ
う
な
も
の
を
…
」。

３４

　

こ
の
節
に
お
い
て
、
感
覚
的
な
喜
び
を
主
と
し
て
求
め
る
人
間
が
名
誉
や
栄
光
を
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
ホ
ッ
ブ
ズ
は
論
じ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
で
は
意
味
が
逆
に
な
る
。
こ
の
箇
所
の
藤
原
元
訳
は
、「
名
誉
に
与
り
え
な
い
よ
う
な
も
の
を
」
で
あ

り
、
田
中
訳
は
こ
の
藤
原
訳
の
誤
り
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
行
路
社
版
、
八
五
ペ
ー
ジ
、「
名
誉
に
役
立
つ
よ
う
な
こ
と
が

ら
を
」。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
、
一
〇
五
ペ
ー
ジ
七
行
、「
精
神
的
な
動
き
」。

３５

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
の
体
の
中
でsp
rits

 
 
    

が
動
き
回
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
精
神
的
な
動
き
」
と
い
う
漠
然

と
し
た
訳
語
は
適
当
で
は
な
い
。
行
路
社
版
、
八
五
ペ
ー
ジ
、「 
精
気 
」。

ス
ピ
リ
ッ
ツ

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
一
〇
五
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「 
第
四
章
第
三
節 
」

（　

マ
　

マ
　

）

３６

　

（
マ
マ
）
と
あ
る
の
で
、
原
文
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
の
（　

）
で
示
す
よ
う
に
、
間
違

３７

っ
て
い
る
の
は
田
中
氏
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
で
は
な
い
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
〇
五
ペ
ー
ジ
、
後
ろ
五
行
、「
速
や
か
に
と
と
の
え
る
」。

３７

　

「
と
と
の
え
る
」
は
原
文
のran

g
in
g

 
  
 
  
 

と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
誤
訳
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
第
四
章
第
三
節
で
、

さ
ま
よ
い
（ran

g
in
g

   
 
  
 

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
八
六
ペ
ー
ジ
、「
速
や
か
な
さ
ま
よ
い
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ
一
行
、「
事
物
を
喜
ば
せ
た
り
悲
し
ま
せ
た
り
」。

３８
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人
間
が
「
事
物
」
を
喜
ば
せ
、
あ
る
い
は
悲
し
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
藤
原
元
訳
が
「
事
物
を
喜
ば
せ
た
り
悲
し
ま

せ
た
り
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
追
随
し
た
結
果
と
考
え
る
。
こ
の
一
節
の
前
後
も
、
ほ
と
ん
ど
藤
原
元
訳
と
変
わ
ら
な
い
。
行
路
社
版
、

八
六
ペ
ー
ジ
、「
事
物
を
喜
ば
し
い
も
の
に
し
て
見
せ
、
あ
る
い
は
、
悲
し
む
べ
き
も
の
に
し
て
見
せ
る
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
同
ペ
ー
ジ
八
行
、「
鈍
感
な
精
神
」。

３９

　

「
鈍
感
な
人
々
」
の
誤
り
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
藤
原
元
訳
は
正
し
い
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
同
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
気
の
利
い
た
言
葉
」。

４０

　

「
気
の
利
い
た
言
葉
」
は
、w

itty
o
b
servatio

n
 
      
 
    
    
 

の
訳
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
田
中
訳
は
藤
原
元
訳
と
同
じ
間
違
い
を
犯
し

て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
一
〇
七
ペ
ー
ジ
七
行
、「
軽
薄
さ
も
他
人
と
区
別
さ
れ
う
る
」。

４１

　

こ
の
箇
所
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
愚
鈍
と
軽
薄
さ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
箇
所
の
原
文
は
、d

istin
ct
fro
m
th
e
o
th
e

 
     
      
 
   
  
 
  
 r  

で
あ
る
。th

e
o
th
er

 
 
   
  
  

は
愚
鈍
で
あ
る
。
田
中
訳
は
、
藤
原
元
訳
、「
他
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
」
を
継
承
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
八

七
ペ
ー
ジ
、「
極
端
な
軽
薄
は
、
極
端
な
鈍
感
さ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
愚
か
さ
で
あ
り
…
」。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
一
〇
七
ペ
ー
ジ
後
ろ
八
行
以
下
。

４２

　

こ
の
節
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
頑
迷
さ
と
は
何
か
を
論
じ
る
一
方
、
人
間
の
本
来
の
知
力
の
平
等
性
を
述
べ
て
い
る
。
田
中
訳

は
、
藤
原
元
訳
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
の
点
が
曖
昧
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
行
路
社
版
、
八
七
〜
八
ペ
ー
ジ
の
こ
の
節
を
参
照
さ
れ

た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
一
〇
八
ペ
ー
ジ
六
行
以
下　
「
人
々
が
狂
気
と
呼
ぶ
も
の
で
、
…
自
分
が
他
の
す
べ
て
の
人
び
と
に
優
越
し

４３
て
い
る
」。
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こ
の
箇
所
も
藤
原
元
訳
に
よ
る
誤
訳
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
行
路
社
版
と
の
相
違
が
大
き
い
の
で
、
行
路
社
版
を
引
用
す
る
。
田

中
訳
と
比
較
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
行
路
社
版
、
八
八
ペ
ー
ジ
、「
精
神
の
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
欠
陥
は
、

人
々
が
狂
気
（M

A
D
N
E
S
S

 
 
 
 
 
 
 

）
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
想
像
力
が
他
の
す
べ
て
の
想
像
力
を
凌
駕
し
て
し
ま
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
の
支
配
力
の
強
力
さ
の
ゆ
え
に
、
そ
の
想
像
力
以
外
か
ら
は
な
ん
ら
情
念
を
わ
れ
わ
れ
が
も
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う

場
合
の
こ
と
で
あ
る
」。

　
（　

）　

第
一
一
章
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

４４

　

こ
の
章
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い
て
、
私
に
は
、
藤
原
元
訳
も
田
中
訳
も
多
く
の
誤
り
を
犯
し
、
理
解

不
能
な
箇
所
も
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
私
は
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
を
彼
の
宗
教
論
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
し
た
の

で
、
こ
の
章
の
私
の
翻
訳
に
は
そ
れ
な
り
の
自
信
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
章
全
体
に
つ
い
て
、
行
路
社
版
と
比
較
さ
れ
る
こ

と
を
読
者
に
お
願
い
し
た
い
。
ま
た
、
訳
注
も
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
こ
と
を
前
提
し
て
、
大
き
な
問
題
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
限
定

し
て
、
疑
問
を
提
示
し
て
い
く
。

　

同
章
第
五
節
、
一
一
五
ペ
ー
ジ
六
行
、「
無
形
の
霊
…
有
形
の
霊
」

　

無
形
と
有
形
と
い
う
言
葉
は
、
原
語
で
は
、in

co
rp
o
real

 
 
  
  
 
  
  

とco
rp
o
real

 
 
  
 
  
  

で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
こ
の
節
以
降
何
度
も
用
い
ら
れ

て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
藤
原
元
訳
で
も
無
形
と
有
形
と
い
う
訳
語
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
唯
物
論
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な 

し
た
が
っ
て
、
語
源
＝co

rp
u
s

 
 
  
 
 

（
物
体
、
物
質
、
体
）
に
忠
実
に
、
非
物
質
的
と
物
質
的
と
い

う
訳
語
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
一
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
本
体
」

４５

　

原
語
はb

o
d
y

 
 
 
 

で
あ
る
。（　

）
に
記
し
た
理
由
に
よ
り
、
物
体
と
訳
す
の
が
正
し
い
と
考
え
る
。

４４ （　

）
１１い
。



書　　　評

（ ）７４（甲南法学’ １６）５７─１・２─７４

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
九
行
、「（
こ
の
出
典
は
…
）」。

４６

　

田
中
氏
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
の
箇
所
で
、「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
第
三
章
第
一
一
節
を
引
用
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
と
い
う
「
土
台
」
が
大
切
だ
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
」
第
四
章
第
二
節
が
正
し
い
出
典
だ
と
記
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
一
二
〇
ペ
ー
ジ
八
行
、「
だ
か
ら
こ
そ
天
国
が
現
れ
る
と
き
に
は
、
愛
は
も
と
よ
り
、
信
仰
が
な
く
な
る
よ

４７
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
」。

　

愛
は
み
ず
か
ら
に
今
欠
け
て
い
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
信
仰
は
自
然
理
性
で
あ
れ
啓
示
で
あ
れ
今
自
分
に
は
っ
き
り
分

か
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
信
じ
る
の
で
あ
る
。
天
国
に
入
っ
た
時
に
は
神
に
直
接
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
へ
の
愛
も
信

仰
も
存
在
す
る
必
要
が
な
い
。
今
は
「
鏡
に
映
っ
た
も
の
を
お
ぼ
ろ
に
見
て
い
る
」
か
ら
、
愛
と
信
仰
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
行
路

社
版
、
九
八
ペ
ー
ジ
、「
さ
も
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
天
国
に
入
っ
た
際
に
、〔
神
へ
の
〕
愛
ば
か
り
で
は
な
く
、
信
仰
も
ま
た
終

わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
聖
書
の
教
義
に
反
し
て
い
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
一
二
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
、「
そ
の
者
は
」。

４８

　

原
語
はh

e

 
 

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
神
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
一
二
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
こ
の
こ
と
を
知
れ
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
肉
体
の
形
を
と
っ
て
こ
ら

４９
れ
た
と
い
う
こ
の
根
本
的
な
点
を
批
判
し
な
い
の
は
お
か
し
い
と
い
う
疑
問
や
論
争
が
起
こ
っ
た
ば
あ
い
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
こ
の

聖
書
解
釈
だ
け
が
…
」。

　

こ
の
文
章
は
私
に
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
ま
ず
、
行
路
社
版
を
示
す
。
九
九
ペ
ー
ジ
、「
な
ん
ら
か
の
疑
義
あ
る
い
は
論
争
が
生
じ
、

そ
れ
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
肉
と
な
っ
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
根
本
的
な
点
を
問
題
と
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
人
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に
と
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
推
論
や
霊
、
つ
ま
り
は
、
自
分
自
身
の
意
見
を
信
頼
す
る
よ
り
も
、
聖
書
に
つ
い
て
の
教
会
の
〔
聖
職

者
た
ち
の
〕
解
釈
を
信
頼
す
る
方
が
安
全
で
あ
る
」。
田
中
訳
の
、「
こ
の
こ
と
を
知
れ
ば
」
は
、
同
章
第
九
節
に
も
出
て
く
る
訳
語

で
あ
る
が
、S

eein
g

 
    
 

を
訳
す
際
の
藤
原
元
訳
の
癖
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
田
中
訳
が
そ
れ
を
継
承
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

次
に
、
田
中
訳
「
こ
の
聖
書
解
釈
」、
行
路
社
版
、「
聖
書
に
つ
い
て
の
教
会
の
〔
聖
職
者
た
ち
の
〕
解
釈
」
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た

原
文
の
訳
語
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、th

eir
in
terp
retatio

n

 
 
      
    
  
     
 

と
い
う
同
一
の
原
文
の
訳
語
で
あ
る
。
問
題
は
、th

eir

 
 
   

が
何
を
受

け
る
代
名
詞
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
し
て
、th
e
ch
u
rch

 
 
    
 
   

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
単
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
私
は
、
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト
・
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
教
会
に
つ
い
て
も
教
会
を
構
成
す
る
人
々
は
存
在
し
て
も
、
教
会
と
い

う
抽
象
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
用
語
法
を
ホ
ッ
ブ
ズ
が
採
用
し
た
と
考
え
て
訳
し
た
。
な
お
、
教
会
の
構
成

員
と
い
っ
て
も
平
信
徒
は
含
ま
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
ず
は
文
脈
か
ら
そ
う
と
し
か
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、

補
足
す
れ
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
至
上
令
を
復
興
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
が
、
ヘ
ン
リ
ー
の
場
合
に
は
教
会
のsu

p
rem
e
h
ead

 
 
 
  
 
   
   

と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
男
性
の
み
か
ら
な
る
聖
職
者
の
団
体
で
あ
る
教
会
の
首
長
を
意
味
す
るh

ead

 
   

と
い
う

言
葉
を
女
性
で
あ
る
自
分
に
つ
い
て
用
い
る
と
反
発
が
大
き
い
と
考
え
て
、
あ
え
てh

ead

 
   

を
用
い
ず
、su

p
rem
e
g
o
vern
o
r

 
 
 
  
 
  
 
 
    
 
 

と
い

う
言
葉
を
用
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
に
お
い
て
は
教
会
は
聖
職
者
の
団
体
と
考
え
る
の
が
普
通
だ
っ
た
と
理
解
し
た
か
ら

で
あ
る
。
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
行
路
社
版
訳
注
（　

）
参
照
。

７５

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
一
二
四
ペ
ー
ジ
五
行
、「
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
自
身
の
本
質
か
ら
し
て
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
の
で
、

５０
や
が
て
不
体
裁
や
不
和
を
避
け
る
た
め
に
も
、
共
通
の
同
意
に
よ
っ
て
そ
れ
と
は
反
対
の
決
着
を
見
る
に
い
た
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」。

　

こ
の
訳
は
間
違
い
で
あ
る
。
藤
原
元
訳
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
の
で
、
藤
原
元
訳
を
掲
げ
る
。「
そ
し
て
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
身

の
本
質
か
ら
し
て
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
の
で
、
や
が
て
不
体
裁
や
不
和
を
避
け
る
た
め
に
も
、
共
通
の
同
意
に
よ
っ
て
そ
れ
と
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は
反
対
の
決
着
を
み
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
」。
行
路
社
版
、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
、「
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
不
体
裁
や
不
和
を

避
け
る
た
め
に
、
共
通
の
同
意
に
よ
っ
て
別
の
決
定
が
下
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
れ
自
体
の
本
性
に
お
い
て
は
〔
尊
敬
と
軽
蔑
の
ど
ち

ら
で
も
な
く
〕 
無
規
定
な 
こ
と
が
ら
で
あ
る
」。
田
中
・
藤
原
の
両
氏
は
、
宗
教
改
革
以
降
の
教
会
史
に
お
い
て
、in

d
ifferen

t

 
 
 
      
 
 

と
い

イ
ン
デ
ィ
フ
ァ
ラ
ン
ト

う
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
か
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
前
述
の
よ
う
な
訳
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
の
こ
の

箇
所
一
〇
二
ペ
ー
ジ
に
付
し
た
訳
注
（　

）
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。「
宗
教
改
革
以
降
の
各
教
派
の
争
い
に
お
い
て
、
礼
拝
の
様
式

４６

や
聖
職
者
の
服
装
な
ど
様
々
な
こ
と
が
論
争
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
上
、『
本
質
的
な
こ
と
が
ら
』
と
そ
れ
以
外

の
こ
と
が
ら
を
分
け
て
、
争
い
を
避
け
よ
う
と
す
る
立
場
が
生
ま
れ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
も
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、

『
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
だ
け
が
本
質
的
な
信
仰
箇
条
で
、
そ
れ
以
外
は
こ
こ
に
い
う
『
無
規
定
な
』
こ
と
が

ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
常in

d
ifferen

t
m
atters

 
 
 
      
 
   
      

と
い
う
」。

　
（　

）　

第
一
二
章
第
一
節
、
一
二
六
ペ
ー
ジ
九
行
、「
思
慮
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
〔
な
に
か
を
な
す
な
さ
な
い
の
〕
自
由
の
留

５１
保
」
で
あ
り
ま
す
」。

　

田
中
訳
の
「
自
由
の
留
保
」
の
原
語
は
、th

e
tak
in
g
aw
ay
o
f
o
u
r
o
w
n
lib
erty

 
 
     
  
 
   
    
   
 
   
 
 
    
    

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
は
間
違
い

で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
こ
でd

elib
eratio

n

 
    
      
 

に
つ
い
て
彼
な
り
の
語
源
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、d

e

 
 

＋lib
eratio

 
  
      

n  

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
路
社
版
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
一
〇
四
ペ
ー
ジ
、「
思
慮
と
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
由
を

取
り
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。

　
（　

）　

第
一
三
章
第
三
節
、
一
三
四
ペ
ー
ジ
五
行
、「
き
わ
め
て
貧
し
い
能
力
で
あ
っ
て
も
明
白
か
つ
最
も
低
次
で
ひ
か
え
目
な
原

５２
理
か
ら
出
発
し
、
ゆ
っ
く
り
と
き
わ
め
て
綿
密
な
推
論
に
よ
っ
て
」。

　

藤
原
元
訳
は
、「
き
わ
め
て
貧
し
い
能
力
に
す
ら
明
白
な
、
も
っ
と
も
低
く
か
つ
控
え
目
な
原
理
か
ら
出
発
し
、
ゆ
っ
く
り
と
き
わ
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め
て
綿
密
な
る
推
論
を
も
っ
て
」。
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
も
、
意
味
が
あ
ま
り
分
か
ら
な
い
点
で
は
同
じ

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
〇
九
ペ
ー
ジ
、「
も
っ
と
も
貧
し
い
能
力
〔
し
か
も
た
な
い
人
に
〕
と
っ
て
さ
え
も
明
証
的
な
、
き
わ
め
て

低
次
の
控
え
目
な
原
理
か
ら
出
発
し
、
ゆ
っ
く
り
と
き
わ
め
て
周
到
な
推
論
に
よ
っ
て
」。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
一
三
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
以
下
、「
か
く
欲
し

機

機

機

機

、
か
く
命
ず
る
の
が
真
意
だ
が

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
そ
れ
も
理
性
あ
っ
て
の
真

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

５３
意
な
の
だ

機

機

機

機

、
と
い
う
い
い
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
命
令
が
わ
た
く
し
た
ち
に
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
理
由
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、

そ
の
命
令
は
法
と
呼
ば
れ
ま
す
」。

　

こ
の
箇
所
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
意
主
義
的
な
法
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
訳
す
べ
き
だ
と

考
え
る
。
行
路
社
版
、
一
一
一
〜
二
ペ
ー
ジ
、「
私
は
か
く
欲
し

機

機

機

機

、
私
は
か
く
命
ず
る

機

機

機

機

機

機

機

（Sic
volo,

sic
jubeo

                   
）
と
述
べ
る
こ
と
は
、

［
私
の
］
意
志
を
理
由

機

機

機

機

機

（
理
性
）
に
代
え
よ

機

機

機

機

（Stet
pro
ratione

volunta

                        s  
）
と
い
う
別
の
条
項
が
な
け
れ
ば
、
適
切
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
命
令
が
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
行
為
に
動
か
す
十
分
な
理
由
で
あ
る
場
合
、
そ
の
命
令
は
法
（L

A
W

 
 
 

）
と
呼

ば
れ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
一
三
九
ペ
ー
ジ
八
行
以
下
、「
話
し
た
と
お
り
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
沈
黙
は
同
意
の
し

５４
る
し
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
否
と
い
う
語
を
ま
っ
た
く
発
し
な
い
人
は
同
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」。

　

こ
こ
で
、
翻
訳
の
多
様
性
を
示
す
た
め
に
、
伊
藤
宏
之
・
服
部
秀
和
氏
の
訳
も
掲
げ
る
。「『
彼
の
意
図
の
た
め
に
と
ら
れ
る
べ
き

記
号
』
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
『
信
じ
て
い
る
』
人
に
お
い
て
は
、『
沈
黙
』
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
記
号
な
の
『
で
あ
る
』。
と
い

う
の
は
、
彼
が
同
意
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に
話
す
労
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
の
は
、
彼
が
同
じ
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ 

　

私
に
は
こ
の
二
つ
の
訳
の
意
味
が
と
も
に
分
か
ら
な
い
。
行
路
社
版
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
、「
沈
黙
は
、
沈
黙
が
同
意
と
理
解
さ
れ
る

（　

）
１２る
」。
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で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
人
々
に
お
い
て
は
、
同
意
の
し
る
し
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
否
（N

o

 
 

）
と
い
う
た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
な

ん
の
労
も
必
要
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
否
を
い
わ
な
い
人
は
同
意
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　
（　

）　

第
一
四
章
第
二
節
、
一
四
一
ペ
ー
ジ
七
行
、「
そ
こ
で
必
要
な
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
力
だ
け
な
の
で
」。

５５

　

こ
の
訳
文
の
原
文
は
、sin

ce
th
ere
n
eed
th
b
u
t
little

fo
rce

 
  
     
   
  
   
  
  
 
           
    to

th
e
tak
in
g
aw
ay
o
f
a
m
a

  
   
     
  
 
   
    
  
   
 n  

’  s
life.

       

で
あ
る
。
こ
れ
は
ホ

ッ
ブ
ズ
が
自
然
状
態
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
文
章
の
出
発
点
で
あ
る
。
文
章
通
り
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
、
行
路
社
版
、

一
一
六
ペ
ー
ジ
の
訳
語
を
掲
げ
て
お
く
。「
人
間
の
生
命
を
奪
う
に
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
暴
力
し
か
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
以
下
、「
わ
た
く
し
は
、
か
れ
に
つ
い
て
の
判
定
が
わ
た
く
し
の
利
益
に
か
な
っ

５６
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
理
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」。

　

こ
の
節
は
自
然
状
態
に
お
い
て
、
自
己
の
安
全
に
つ
い
て
他
者
を
裁
判
官
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で

あ
る
。
少
し
難
解
な
箇
所
で
あ
る
。
行
路
社
版
の
対
応
箇
所
を
示
す
が
、
そ
の
前
も
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
一
一
八
ペ
ー
ジ
、「
そ

れ
ゆ
え
、
私
は
、
そ
の
人
の
判
決
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
私
の
利
益
に
か
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
理
性
〔
理
由
〕
を
有
す
る

こ
と
に
な
る
〔
の
で
、
結
局
、
私
が
私
の
裁
判
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
〕」。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
七
行
、「
人
は
す
べ
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
た
い
し
て
、
み
ず
か
ら
が

５７
好
む
人
に
し
て
あ
げ
た
い
と
思
う
こ
と
を
な
ん
で
も
し
て
さ
し
あ
げ
…
」。

　

こ
の
訳
語
に
は
驚
い
た
。
原
文
は
、E

very
m
an
b
y
n
atu
re
h
ath
rig
h
t
to
al

 
    
  
  
  
   
   
  
  
   
    
 
  
  
   l

th
in
g
s,
th
at
is
to
say,

to
d
o
w
h
at

  
  
  
 
     
      
  
      
  
  
 
  
 
  so   

-  

ever
h
e
listeth

to
w
h
o
m
h
e
listeth

      
         
   
  
 
 
 
  
         

で
あ 

行
路
社
版
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
、「
す
べ
て
の
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
す
べ

て
の
も
の
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
分
が
望
む
相
手
に
対
し
て
自
分
が
望
む
一
切
の
こ
と
を
行
い
…
」。
こ
の
場

合
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
相
手
に
そ
の
生
命
も
含
め
て
危
害
が
及
ぶ
行
為
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
理

（　

）
１３る
。
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論
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
後
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
た
だ
ち
に
、
一
一
節
に
お
い
て
「
一
方
は
権
利
に
よ
っ
て
侵
害
し
、
一
方
は
権
利
に

よ
っ
て
抵
抗
し
、
そ
の
た
め
、
人
間
は
果
て
し
の
な
い
不
信
の
う
ち
に
生
活
し
、
相
互
に
先
手
を
取
る
方
法
を
研
究
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
自
然
的
自
由
に
お
け
る
人
間
の
状
態
は
戦
争
の
状
態
で
あ
る
」
と
述
べ
、
一
二
節
で
は
、「
敵
対
と
戦
争
の
状
態
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
然
そ
の
も
の
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
が
相
互
に
殺
し
あ
う
状
態
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
く
。
行
路
社
版
、
一
一
九
ペ
ー

ジ
参
照
。
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
権
利
に
よ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。
動
物
の
よ
う
に

そ
の
時
々
の
欲
求
に
よ
っ
て
侵
害
し
、
あ
る
い
は
抵
抗
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
動
物
と
人
間
の
一
つ
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
が
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
行
路
社
版
の
訳
注
（　

）
及
び
本
拙
稿
末
尾
を
参
照

５１

さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

第
一
五
章
各
節
要
約
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

５８

　

こ
の
ペ
ー
ジ
ま
で
は
、「
意
志
」
と
い
う
表
記
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
ペ
ー
ジ
以
降
、「
意
思
」
に
な
り
、
さ
ら
に
後
に
は

「
意
志
」
に
な
る
。
統
一
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
他
の
箇
所
と
同
様
、
こ
の
節
も
厳
密
に
見
て
い
く
と
、
論
理
の
整
合
し
な

い
訳
が
見
ら
れ
る
が
、
論
じ
る
こ
と
を
省
略
し
た
。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
一
四
九
ペ
ー
ジ
一
行
、「
こ
れ
ま
で
名
前
を
あ
げ
た
人
び
と
」。

５９

　

ど
こ
に
も
名
前
を
あ
げ
た
人
び
と
の
箇
所
は
な
い
。
行
路
社
版
の
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
、「
こ
れ
ま
で
自
然
法
に
つ
い
て
書
い
て
き
た

人
々
」
の
箇
所
を
田
中
氏
が
誤
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
五
〇
ペ
ー
ジ
二
行
、「
わ
た
し
た
ち
に
宣
言
す
る
こ
と
以
外
に
は
、
自
然
法
の
戒
律
は
あ
り
え
な
い
」。

６０

　

藤
原
元
訳
は
、「
わ
れ
わ
れ
に
宣
言
す
る
も
の
以
外
に
自
然
法
（N

A
T
U
R
A
L
L
A
W

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

）
の
戒
律
は
あ
り
え
な
い
」。
戒
律
と
い
う
言

葉
の
原
語
は
、p

recep
ts

 
  
   
  

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
、「
わ
れ
わ
れ
に
宣
言
す
る
諸
格
率
が
自
然
法
（N

A
T
U
R
A
L
L
A
W

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

）
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で
あ
っ
て
、
そ
の
他
に
自
然
法
の
格
率
は
あ
り
え
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
一
五
三
ペ
ー
ジ
六
行
、「
無
償
贈
与
に
お
い
て
は
、
現
在

機

機

も
し
く
は
過
去
の
言
葉

機

機

機

機

機

以
外
の
言
葉
を
な
ん
ら
拘

６１
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

　

「
言
葉
を
拘
束
す
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
一
二
六
ペ
ー
ジ
、「
無
償
贈
与
に
お
い
て
は
、
現
在

機

機

に
関
す
る

機

機

機

機

（de
præ
sent

      
    i  
）
も
の
、
も
し
く
は
過
去
に
関
す
る

機

機

機

機

機

機

（de
præ
terit

      
     o  
）
も
の
以
外
の
い
か
な
る
語
も
拘
束
力
を
も
た
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
一
五
五
ペ
ー
ジ
六
行
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
と
契
約
し
た
相
手
の
貪
欲
さ
や
そ
の
他
の
情
念
に

６２
そ
む
く
こ
と
に
な
り
ま
す
」。

　

b
etray

 
     

を
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
相
手
の
貪
欲
さ
等
に
背
く
の
で
あ
れ
ば
、
な
ん
ら
不
都
合
な
こ
と
で
は

な
い
。b

etray
o
n
eself

 
       
 
     

と
い
う
用
法
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
、「
自
分
が
契
約
す

る
相
手
の
貪
欲
さ
や
そ
の
他
の
情
念
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
四
行
、「
現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
と
信
約
を
結
び
…
不
可
能
で
あ
り
ま
す
」。

６３

　

現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
と
契
約
や
信
約
を
結
ぶ
こ
と
は
確
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
節
で
は
、
神
と
の
契
約
の
意
味
や
、

動
物
と
信
約
を
結
ぶ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
田
中
訳
で
は
そ
れ
が
明
瞭
で
は
な
い
。
行
路
社
版
、
一

二
八
ペ
ー
ジ
。「
権
利
を
自
分
が
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
あ
る
い
は
不
在
に
よ
っ
て
で
き
な

い
者
、
も
し
く
は
、
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
現
実
的
で
は
な
い
も
の
と
は
信
約
を
結
ぶ
こ
と
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
対
し
て

贈
与
を
行
う
こ
と
も
で
き
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
八
行
以
下
、
本
節
全
体
。

６４

　

こ
の
第
一
二
節
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
信
約
が
解
除
さ
れ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
信
約
を
履
行
す
る
主
体
は
誰
か
、
解
除
す
る
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主
体
は
誰
か
、
換
言
す
れ
ば
、
信
約
者
が
何
を
行
い
、
被
信
約
者
が
何
を
行
う
か
が
明
確
に
訳
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田

中
訳
は
そ
の
点
が
判
然
と
し
て
い
な
い
の
で
、
分
か
り
に
く
い
。
行
路
社
版
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
の
当
該
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
三
節
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
三
行
、「
泥
棒
に
翌
日
一
〇
〇
ポ
ン
ド
与
え
た
の
に
」。

６５

　

屁
理
屈
を
い
う
よ
う
だ
が
、「
翌
日
…
与
え
た
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
分
か
ら
な
い
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
七
行
、「
わ
た
し
た
ち
が
信
約
を
結
ぶ
と
い
っ
て
も
、
恐
怖
か
ら
と
い
う
よ
り
、
実
は
貪
欲
に

６６
も
と
づ
い
て
お
こ
な
う
」。

　

行
路
社
版
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
、「
人
間
が
恐
怖
に
も
と
づ
い
て
行
う
こ
と
が
、
貪
欲
さ
か
ら
行
う
こ
と
と
比
べ
て
確
固
と
し
て
い
な

い
と
す
る
べ
き
理
由
は
な
に
も
な
い
と
思
わ
れ
る
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
五
行
、「
合
法
的
な
信
約
は
、
泥
棒
に
た
い
し
て
す
ら
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
」。

６７

　

信
約
履
行
の
義
務
を
遵
守
す
る
者
は
泥
棒
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
一
三
〇
ペ
ー
ジ
、「
合
法
的
な
こ

と
が
ら
に
関
す
る
信
約
は
、
た
と
え
泥
棒
を
相
手
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
義
務
付
け
る
の
で
あ
る
」。
な
お
、
こ
の
節
に
つ

い
て
は
他
に
も
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
理
に
対
す
る
誤
解
が
見
ら
れ
る
。
一
五
七
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
そ
れ
〔
信
約
〕
を
守
っ
て
い
れ
ば
死

の
恐
怖
が
な
い
と
感
じ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
自
分
自
身
の
意
志
と
力
に
よ
っ
て
自
身
を
処
す
る
と
い
う
自
然
の
与
え
た
自
由
を
…
」

は
、「
自
然
は
人
間
に
み
ず
か
ら
の
意
志
と
力
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
統
治
す
る
自
由
を
与
え
た
が
、
こ
の
自
由
を
保
持
す
る
こ
と

に
死
の
恐
怖
を
感
じ
な
い
と
す
れ
ば
…
」
が
正
し
く
、
同
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
戦
場
で
捕
虜
に
な
っ
た
者
は
、
も
し
も
生
命
を
助
け

て
く
れ
る
約
束
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
信
頼
し
て
身
代
金
の
要
求
に
応
じ
、
殺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
」
は
、
そ

の
逆
の
「
戦
争
に
お
け
る
捕
虜
が
、
も
し
も
生
命
を
許
す
こ
と
の
見
返
り
に
約
束
を
履
行
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ど

う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
捕
虜
を
信
頼
し
て
身
代
金
を
求
め
、
殺
さ
な
い
で
お
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
」
が
正
し
い
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と
考
え
る
。
こ
の
後
者
は
藤
原
訳
の
誤
り
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
節
全
体
に
つ
い
て
、
行
路
社
版
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

第
一
六
章
各
節
要
約
、
一
六
一
ペ
ー
ジ
、
一
二
節
要
約
、「
公
正
な
取
引
は
自
然
法
に
か
な
う
」。

６８

　

「
公
正
な
取
引
」
は
、in

d
ifferen

ce
o
f
co
m
m
erce

 
 
 
      
 
    
    
 
 
    

の
訳
語
で
あ
ろ
う
が
、
一
二
節
に
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
三
四
ペ
ー
ジ
、「
通
商
に
関
し
て
差
別
を
設
け
な
い
こ
と
は
自
然
法
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
」。
な
お
、

田
中
訳
は
藤
原
元
訳
の
誤
謬
を
継
承
し
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
三
行
、「
し
た
が
い
ま
し
て
…
と
い
う
自
然
法
、
さ
ら
に
は
、
…
と
い
う
こ
と
が
、
同
様
に

６９
自
然
法
で
な
け
れ
ば
、
な
ん
ら
効
力
を
持
ち
え
ま
せ
ん
」。

　

こ
の
文
章
は
岩
波
文
庫
の
当
該
箇
所
を
実
際
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
主
語
が
な
い
。
行
路
社
版
、
一
三
三
ペ
ー
ジ
、「『
す
べ

て
の
人
は
…
権
利
を
み
ず
か
ら
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
』
は
、『
す
べ
て
の
人
は
み
ず
か
ら
が
結
ん
だ
信
約
を
遵
守
し
、
履

行
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
る
』
と
い
う
こ
と
も
ま
た
そ
の
同
一
の
自
然
の
法
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
無
益
で
あ
り
、
い

か
な
る
効
力
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
九
行
、「
な
ん
の
権
利
な
の
で
し
ょ
う
か
」。

７０

　

こ
の
訳
語
で
「
権
利
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
原
語
は
、b

en
efit

 
  
    

で
あ
る
。
前
記
（　

）
に
掲
げ
た
該
当
箇
所
は
、「
ま
っ

６９

た
く
無
益
で
あ
り
」
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
六
行
、「
…
不
正
と
呼
ば
れ
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
そ
の
こ
と
は
、
…
な
ん
の
権
利
も

７１
な
し
に
、
…
」。

　

こ
の
箇
所
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
不
正
と
は
何
か
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
な
の
で
、
正
確
な
訳
が
求
め
ら
れ
る
。
行
路
社
版
、
一
三
四

ペ
ー
ジ
、「
信
約
の
不
履
行
も
し
く
は
違
反
が
、
人
々
が
侵
害
（IN

JU
R
Y

  
  
 
 

）
─
─
な
ん
ら
か
の
作
為
も
し
く
は
不
作
為
か
ら
な
る
─
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─
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
不
正
（U

N
JU
S
T

 
 
  
 
 

）
と
呼
ば
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
はju

s

  
 

す
な
わ
ち
権
利
を
欠
い
た

作
為
も
し
く
は
不
作
為
だ
か
ら
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
はju

s

  
 

を
欠
い
た
行
為
だ
か
ら
、u

n
ju
st

 
 
  
  

だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
六
三
ペ
ー
ジ
八
行
、「
背
理
が
論
争
に
お
け
る
一
種
の
不
合
理
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
侵
害
も
交
わ
り
の
不

７２
合
理
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
箇
所
は
、
論
争
と
人
間
の
交
際
を
対
比
し
て
、
両
者
を
い
わ
ば
鏡
像
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
三
四
ペ
ー

ジ
、「
侵
害
は
交
際
に
お
け
る
背
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
背
理
が
論
争
に
お
け
る
一
種
の
不
正
義
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
、「
わ
た
く
し
た
ち
の
気
前
の
よ
さ
が
他
人
よ
り
も
自
分
に
多
く
向
か
う
よ
う
に
し
て
も

７３
…
」。

　

自
分
の
気
前
の
よ
さ
が
他
人
よ
り
も
自
分
に
向
か
う
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
間
理
解
か
ら
す
れ
ば
当
た
り
前
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
こ
の
箇
所
で
述
べ
て
は
い
な
い
。
行
路
社
版
、
一
三
七
ペ
ー
ジ
、「
わ
れ
わ
れ
の
気
前
の
良
さ
が
そ
の
人
だ
け
で
は

な
く
、
他
の
人
に
も
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
信
約
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
そ

う
な
の
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
九
行
以
下
、
本
節
全
体
。

７４

　

こ
の
節
は
、
自
然
状
態
が
戦
争
状
態
と
な
る
こ
と
の
一
つ
の
説
明
で
あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
田
中
訳
は
お
お
む

ね
藤
原
元
訳
に
依
拠
し
、
藤
原
元
訳
の
誤
っ
て
い
る
箇
所
は
継
承
し
、
正
確
な
箇
所
は
逆
の
意
味
に
な
る
よ
う
に
改
変
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
田
中
訳
は
私
に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
訳
文
で
あ
る
。
行
路
社
版
の
一
三
七
ペ
ー
ジ
の
該
当
箇
所
を
お
読
み
い
た

だ
け
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
少
し
田
中
訳
の
問
題
点
を
説
明
す
る
。
一
六
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
か
れ
が
そ
の
よ
う
に
し
な
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け
れ
ば
」
は
、
藤
原
元
訳
で
は
、「
か
れ
が
そ
の
よ
う
に
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
」
で
あ
り
、
と
も
に
誤
り
で
、
行
路
社
版
で
は
、

「
信
頼
さ
れ
て
い
る
人
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
す
れ
ば
」
と
訳
し
た
。
一
六
七
ペ
ー
ジ
一
行
、「
相
互
防
衛
を
図
り
ま
す
」
は
、

藤
原
元
訳
で
は
、「
お
互
い
を
防
衛
し
よ
う
と
も
せ
ず
に
」
で
、
こ
の
箇
所
は
藤
原
元
訳
が
正
し
い
。
行
路
社
版
は
、「
人
間
は
お
互

い
の
防
衛
の
た
め
に
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
な
ど
あ
え
て
す
る
こ
と
は
な
く
」
と
し
た
。
同
ペ
ー
ジ
三
行
、「
耐
え
て
い
く
」
は
藤
原

元
訳
も
そ
う
な
っ
て
い
る
が
、
原
語
はab

id
e

 
 
  
 

で
あ
り
、「
留
ま
る
」
が
正
し
い
。
同
ペ
ー
ジ
四
行
、「
な
ん
ら
か
の
和
平
の
申
し
入

れ
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
相
互
危
険
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
は
、
藤
原
元
訳
を
見
る
と
、「
和
平
の
な
ん
ら
か
の
申
し

入
れ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
相
互
の
危
険
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
で
あ
り
、
両
方
と
も
誤
り
で
あ
る
。
行
路
社
版
、「
和
平

の
い
か
な
る
申
し
入
れ
を
す
る
こ
と
も
、
相
互
の
危
険
に
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
陥
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
恐
れ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
一
六
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
自
惚
れ
は
理
性
に
反
し
て
い
ま
す
」。

７５

　

藤
原
元
訳
は
、「
自
惚
れ
は
、
理
性
に
反
す
る
」
で
あ
り
、
田
中
訳
は
そ
の
継
承
と
考
え
ら
れ
る
。
原
文
は
、w

h
atso
ever

is

 
 
    
        

vain
,
is
ag
ain
st
reaso

n

    
       
   
     
   
 

な
の
で
、
行
路
社
版
、
一
三
九
ペ
ー
ジ
、「 
無
益
な 
こ
と
は
す
べ
て
理
性
に
反
す
る
」
と
訳
し
た
。

ヴ
ぇ
イ
ン

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
一
六
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
享
受
す
る
に
値
し
な
い
」。

７６

　

こ
の
田
中
訳
で
は
、「
何
を
」
享
受
す
る
か
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
箇
所
も
、
藤
原
元
訳
の
影
響
あ
る
い
は
誤
読
に
よ
る
誤
訳
の
よ

う
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
四
〇
ペ
ー
ジ
、「
生
命
そ
の
も
の
が
享
受
す
る
に
値
す
る
と
は
み
な
さ
れ
ず
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
七
〇
ペ
ー
ジ
五
行
、「
そ
の
よ
う
な
〔
自
然
〕
法
を
守
る
こ
と
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
」。

７７

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
。
藤
原
元
訳
は
、「
こ
の
よ
う
な
法
は
実
践
さ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
稀
で
あ

る
」
で
あ
り
、
正
し
い
翻
訳
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
一
七
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
相
互
に
公
平
に
」。

７８
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（　

）
で
記
し
た
が
、
こ
の
訳
は
藤
原
元
訳
を
継
承
し
た
結
果
の
誤
訳
と
思
わ
れ
る
。
行
路
社
版
、
一
四
〇
ペ
ー
ジ
、「
人
々
は
相

６８

互
に
わ
け
隔
て
な
く
通
商
や
交
易
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
三
節
、
一
七
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
平
和
は
普
遍
的
な
自
然
法
〔
の
ひ
と
つ
〕
で
あ
り
ま
す
…
」。

７９

　

〔
の
ひ
と
つ
〕
を
な
ぜ
付
加
し
た
の
か
不
可
解
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
は
「
平
和
を
求
め
よ
」
に
尽
き
る
と
考
え
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ
は
そ
の
意
味
でg

en
eral

 
  
    

と
い
う
形
容
詞
を
使
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（　

）　

第
一
七
章
各
節
要
約
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
。

８０

　

こ
の
章
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
自
然
法
以
外
の
自
然
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
章
で
あ
る
。
第
一
節
の
原
文
の
一
部
を
示
す

と
、every

m
an
ack
n
o
w
led
g
e
o
th
er
fo
r
h
is

 
    
  
  
    
 
 
 
   
 
   
  
     
   
   eq

u
al

  
 
  

と
な
っ
て
い
る
。
単
数
の
主
語
に
対
し
、
動
詞
が
原
型
で
あ
る
の
で
、
仮

定
法
現
在
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
…
べ
き
で
あ
る
」、
等
の
訳
が
正
し
い
。
田
中
訳
は
、
第
一
、

二
、
三
節
に
つ
い
て
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
正
し
い
訳
に
な
っ
て
い
る
が
、
第
四
節
に
つ
い
て
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
仮

定
法
現
在
の
問
題
は
他
の
箇
所
に
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

　
（　

）　

同
章
同
箇
所
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
二
行
、「
平
等
な
も
の
を
平
等
で
あ
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」。

８１

　

こ
の
箇
所
の
藤
原
元
訳
は
、「
平
等
な
る
も
の
に

機

機

機

機

機

機

機

、
平
等
な
る
も
の
と

機

機

機

機

機

機

機

（æ
qualia

æ
qualibu

 
        
       s  
）
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
で
あ
り
、

い
さ
さ
か
意
味
が
不
鮮
明
で
あ
る
。
田
中
訳
は
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
一
四
二
ペ
ー
ジ
、「
人
間
は
平
等

機

機

な
も
の
を
平
等
な
も
の
に

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

（æ
qualia

æ
qualibu

 
        
       s  
）
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
平
等
な
も
の
に
は
等
し
い
も
の
を
承
認
し
、

与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
、
平
等
な
者
を
平
等
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
（　

）　

同
章
同
箇
所
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
九
行
、「
ま
え
ぶ
れ
な
し
に
な
に
が
自
然
法
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
」。

８２

　

原
文
は
、H

o
w
to
k
n
o
w

 

 
 
   
  
 
 
 

で
始
ま
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
四
二
ペ
ー
ジ
、「
な
に
が
自
然
法
で
あ
る
か
を
即
座
に
知
る
方
法
」。
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（　

）　

同
章
同
箇
所
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
罪
と
罰
、
…
」。

８３

　

行
路
社
版
、
一
四
二
ペ
ー
ジ
、「
罰
の
悪

機

機

機

（m
alum

pœ
næ

 
    
   
  

）
と
罪
の
悪

機

機

機

（m
alum

culpæ

 
    
      

）」。
こ
の
箇
所
の
藤
原
元
訳
は
、「
罰機

（m
alum

pœ
n

 
    
   
 æ  

）
と
罪機

（m
alum

culp

 
    
     æ  

）」
で
あ
る
の
で
、
田
中
訳
は
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
にm

alum

 
    

を
訳
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
罰
の
悪

機

機

機

（m
alum

pœ
næ

 
    
   
  

）
と
罪
の
悪

機

機

機

（m
alum

culp

 
    
     æ  

）」
の
区
別
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が

『
神
学
大
全
』
で
論
じ
て
い 

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
九
行
、
後
ろ
五
行
、「
す
べ
て
の
政
治
」、「
政
治
〔
思
想
〕
の
す
べ
て
の
し
く
み
」。

８４

　

「
政
治
」
に
当
た
る
原
語
はp

o
litics

 
 
      

で
あ
り
、
上
記
の
二
つ
と
も
「
政
治
学
」
が
正
し
い
と
考
え
、
行
路
社
版
、
一
四
三
ペ
ー

ジ
で
は
そ
の
よ
う
に
訳
し
た
。
ち
な
み
に
、
藤
原
元
訳
で
は
、「
す
べ
て
の
政
治
」、「
政
治
思
想
の
す
べ
て
の
仕
組
み
」
と
な
っ
て
い

る
。
田
中
訳
、
藤
原
元
訳
で
「
し
く
み
」、「
仕
組
み
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
原
語
はfram

e

 
   
 

で
あ
り
、
か
な
り
違
和
感
の
あ
る
訳
語
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
政
治
思
想
の
し
く
み
」
と
い
う
の
は
な
ん
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
私
は
、「
政
治
学
の
枠
組
み
」
と
訳
し
た
。
行

路
社
版
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
一
七
四
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
新
鮮
な
空
気
」。

８５

　

「
新
鮮
な
空
気
」
の
原
語
は
、free

air

 
  
     

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
で
は
、「
自
由
な
空
気
」
と
訳
し
た
。
生
き
る
た

め
に
は
、
ま
こ
と
に
当
然
な
が
ら
、
空
気
を
自
由
に
吸
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
確
か
に
日
本
語
と
し
て
は
違

和
感
の
あ
る
訳
語
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、free

 
  
 

を
「
新
鮮
な
」
と
訳
す
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
。
藤
原
元
訳
で
も
田
中
訳
と

同
様
、「
新
鮮
な
空
気
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
七
四
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
わ
た
く
し
た
ち
が
相
互
に
平
和
〔
状
態
〕
に
あ
る
と
き
は
多
く
の
権
利
が
保
有

８６
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
」。

（　

）
１４る
。
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藤
原
元
訳
、「
わ
れ
わ
れ
が
お
互
い
と
の
平
和
に
は
い
っ
て
い
く
と
き
、
お
お
く
の
権
利
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る

な
ら
ば
」。
こ
の
藤
原
元
訳
は
、
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、
お
お
む
ね
正
確
で
あ
る
。
田
中
訳
は
、「
知
れ
ば
」
と
い
う
表
現
か
ら
、

藤
原
元
訳
を
元
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
田
中
氏
独
自
の
修
正
を
施
し
て
い
る
。
田
中
訳
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、
自
然
状
態
よ
り
も
平
和
状
態
に
あ
る
時
に
、
人
間
は
多
く
の
権
利
を
保
有
す
る
と
い
う
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
言
葉
以
前
の
主
張

と
は
矛
盾
し
た
こ
と
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
路
社
版
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
、「
わ
れ
わ
れ
が
相
互
の
平
和
に

入
る
際
、
多
く
の
権
利
が
保
持
さ
れ
る
の
で
」。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
共
同
で
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
そ
れ
を
無
制
限
に
使
用
す
べ
き
で
あ
る
の

８７
に
、
十
分
〔
に
多
く
〕
で
は
な
い
少
数
の
人
が
他
の
人
よ
り
も
多
く
使
用
す
る
と
し
た
ら
」。

　

こ
の
文
章
は
私
に
は
理
解
不
能
で
あ
る
。「
十
分
〔
に
多
く
〕
で
は
な
い
少
数
の
人
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
行
路
社
版
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
、「
共
同
で
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
そ
れ
を
使
用
す
る
人
々
が
制
限
な
し
に
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
ど
十
分
に
は
な
い
と
仮
定
す
る
と
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
七
六
ペ
ー
ジ
一
行
、「
こ
の
こ
と
〔
少
数
者
が
多
く
所
有
す
る
こ
と
〕」。

８８

　

こ
の
〔
少
数
者
が
多
く
所
有
す
る
こ
と
〕
と
い
う
補
足
は
間
違
い
で
あ
る
。「
こ
の
こ
と
」
は
第
三
節
冒
頭
の
自
然
法
を
指
し
て
い

る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
七
六
ペ
ー
ジ
三
行
、「
自
分
の
所
有
権
」。

８９

　

こ
の
節
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
共
同
で
使
用
す
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て

「
自
分
の
所
有
権
」
が
あ
る
わ
け
は
な
い
。
藤
原
元
訳
は
、「
自
分
の
共
有
権
」
と
な
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
、

「
共
有
の
も
の
に
関
す
る
自
分
の
権
利
」。
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（　

）　

同
章
第
四
節
、
一
七
六
ペ
ー
ジ
七
行
、「
そ
の
使
用
者
が
変
わ
る
ば
あ
い
に
は
、
最
初
の
人
に
そ
の
使
用
の
優
先
権
が
認
め

９０
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
優
先 
権  
な 
く
し
て
平
等
な
者
に
す
る
た
め
に
は
、
く
じ
引
き
以
外
の
方
法
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」。

マ 

マ

　

こ
の
文
章
は
、
田
中
氏
の
独
自
の
訳
の
よ
う
で
あ
る
が
、
意
味
不
明
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
、「
交
互
の
使
用
に
関

し
て
は
、
は
じ
め
に
使
う
人
が
得
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
利
益
を
平
等
に
す
る
た
め
に
は
、
く
じ
以
外
の
方
法
は
存
在
し
な
い
」。

田
中
訳
は
、
藤
原
元
訳
を
こ
の
箇
所
で
も
参
照
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
少
々
分
か
り
に
く
か
っ
た
の
で
上
記
の
訳
を
独
自
に
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。
田
中
訳
で
「
く
じ
引
き
」
と
あ
る
の
は
、
藤
原
元
訳
も
行
路
社
版
と
同
じ
く
、「
く
じ
」
と
訳
し
て
い
る
言
葉
で
あ

る
。
く
じ
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
い
う
議
論
を
ホ
ッ
ブ
ズ
が
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。「
く
じ
引
き
」
は
「
く
じ
」
の
中
の
一
つ
な
の

で
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
一
七
七
ペ
ー
ジ
五
行
、「
人
々
は
、
…
そ
れ
ら
を
順
守
す
べ
く
努
力
い
た
し
ま
す
。
…
こ
れ
ら
の
〔
自
然
〕

９１
法
〔
の
教
え
〕
は
破
約
さ
れ
ま
す
」。

　

こ
れ
は
、
藤
原
元
訳
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
誤
訳
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
の
構
文
が
理
解
で
き
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、

一
四
六
ペ
ー
ジ
、「
人
間
が
上
述
の
自
然
法
に
同
意
し
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
よ
う
努
力
し
た
と
し
て
も
、
し
か
し
、
人
間
の
情
念
は
、

い
か
な
る
行
為
に
よ
り
、
そ
し
て
行
為
の
い
か
な
る
事
情
に
よ
っ
て
こ
の
自
然
法
が
破
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
を

困
難
に
す
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
一
七
九
ペ
ー
ジ
三
行
、「
助
言
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
有
益
か
有

９２
害
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
…
こ
う
し
た
助
言
は
意
志
的
な
行
為
で
あ
り
ま
た
助
言
者
の
た
め
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

そ
れ
は
助
言
者
の
善
し
悪
し
を
考
え
る
正
当
な
理
由
と
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
な
に
も
な
い
と
し
て
も
、
不
本
意
な
が
ら
耳

に
し
た
助
言
は
、
そ
れ
を
聞
こ
う
と
し
な
い
人
に
と
っ
て
は
…
」。
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こ
の
箇
所
の
藤
原
元
訳
は
、「
人
は
、
そ
の
助
言
者
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
あ
る
い
は
有
害
で

あ
る
も
の
に
関
し
て
の
み
助
言
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
か
つ
か
か
る
助
言
は
意
志
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
助
言
者
の
た
め
に

も
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
助
言
者
に
疑
念
を
は
さ
む
正
当
な
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

ま
た
何
も
な
い
と
し
て
も
、
な
お
も
不
本
意
に
耳
に
し
た
助
言
は
、
そ
れ
を
聞
こ
う
と
し
な
い
人
に
と
っ
て
…
」
で
あ
る
。
田
中
氏

は
、
こ
の
藤
原
訳
を
元
に
改
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
訳
も
意
味
が
分
か
り
に
く
い
。
行
路
社
版
、
一
四
七
ペ
ー

ジ
、「
人
が
助
言
を
受
け
る
の
は
、
自
分
自
身
の
善
も
し
く
は
危
害
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
の
み
で
あ
っ
て
、
助
言
者
の
善

も
し
く
は
危
害
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
で
は
な
く
、
し
か
も
、
助
言
は
〔
助
言
者
の
〕
意
志
に
も
と
づ
く
行
為
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
助
言
者
の
善
に
も
資
す
る
の
で
、
助
言
者
を
疑
う
べ
き
正
当
な
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
一
七
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
以
下
。
九
節
全
体
。

９３

　

こ
の
節
の
訳
文
は
意
味
不
明
で
あ
り
、
行
路
社
版
の
一
四
八
ペ
ー
ジ
の
該
当
箇
所
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
問
題
を
指
摘
し

て
お
く
。
こ
の
節
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
行
路
社
版
で
は
、「
考
察
す
る
時
間
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
な
い
咄
嗟
の
場
合
ご
と
に
」、
田
中

訳
で
は
、「
考
え
る
時
間
が
き
わ
め
て
わ
ず
か
し
か
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
突
然
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
、」、
自
然
法
を
認
識
す
る
方

法
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
行
論
に
お
い
て
、
私
が
そ
れ
に
は
、「
多
大
な
困
難
と
鋭
い
洞
察
力
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
る
人
が
い
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
訳
し
た
箇
所
が
、
田
中
訳
で
は
、「
き
わ
め
て
多
く
の
時
間
と
明
敏
さ
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
時
間
が
な
い
時
に
、

「
き
わ
め
て
多
く
の
時
間
」
が
必
要
だ
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
が
、
藤
原
元
訳
に
「
多
く
の
時
間
と
明
敏
さ
」
と
あ
る
の
で
そ
れ

に
倣
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
こ
れ
ら
の
情
念
が
な
く
て
も
」
と
い
う
田
中
訳
は
、
藤
原
元
訳
の
「
こ
れ
ら
の
情
念
が
な
い
な
ら

ば
」
を
改
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
原
語
は
、w

ith
o
u
t
th
ese
p
assio

n
s

 
   
 
 
    
     
     
 
 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
こ
の
よ
う
な
情
念
と
は
別

個
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
田
中
訳
の
「
そ
の
こ
と
は
（
い
わ
ば
）〔
考
え
る
〕
尺
度
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
…
」
の
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箇
所
も
、
藤
原
元
訳
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
し
か
し
、「
尺
度
」
に
当
た
る
原
語
は
、th
e
scales

 
 
        

で
あ
り
、「
秤
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
、
行
路
社
版
の
、「
す
べ
て
の
人
間
の
情
念
は
そ
の
人
自
身
の
秤
で
は
重
く
、
隣
人
の
秤
で
は
軽
い
」
と

い
う
、
お
そ
ら
く
ホ
ッ
ブ
ズ
の
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
を
言
い
表
す
訳
語
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
七
行
以
下
。
一
〇
節
全
体
。

９４

　

こ
の
節
も
ま
た
意
味
不
明
で
あ
る
。
行
路
社
版
の
一
四
八
ペ
ー
ジ
以
下
の
該
当
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
も
少
し
解
説
を

加
え
る
。
ま
ず
こ
の
節
冒
頭
の
、「
自
然
法
は
わ
た
く
し
た
ち
に
人
を
裁
く
者
の
地
位
を
認
め
ず
」
は
、
田
中
氏
の
独
自
の
訳
で
あ
る

が
、
誤
訳
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
不
都
合
の
一
つ
は
各
人
が
自
分
自
身
の
案
件
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
裁
判
官

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
を
裁
く
者
」
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ

る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
自
然
法
は
、「
自
分
自
身
の
彫
像
を
刻
む
こ
と
な
ど
を
禁
じ
」
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
文
脈
と
関
係
の
な

い
、
意
味
不
明
な
言
葉
は
訳
文
と
し
て
稀
有
だ
と
思
う
。
実
は
、
こ
れ
も
藤
原
元
訳
の
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
彫
刻
者
で
あ
る
こ
と
」

を
踏
襲
し
た
誤
訳
で
あ
る
。
原
語
は
、o

u
r
o
w
n
carvers

 
 
   
 
 
     
   

で
あ
り
、
こ
の
場
合
のcarver

 
   
  

は
貴
族
た
ち
の
食
卓
に
侍
し
て
、
肉
を

切
り
分
け
る
者
を
い
う
。
自
分
で
自
分
の
食
べ
た
い
分
だ
け
肉
を
切
り
分
け
れ
ば
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
あ
ろ
う
が
、

も
ち
ろ
ん
不
公
平
に
な
る
。
次
に
、
こ
の
節
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
述
べ
て
い
る
自
然
法
の
訳
も
意
味
不
明
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
を
述
べ

た
後
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
行
路
社
版
一
四
九
ペ
ー
ジ
、「
理
性
は
、
個
々
の
自
然
法
を
遵
守
す
る
よ
う
努
力
し
、
そ
の
心
構
え
を
す
る
意

欲
と
不
断
の
意
図
を
要
求
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
要
求
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
田
中
訳
で
は
、
藤
原
元
訳
と
同
様
、
原
語

のn
o
m
o
re
b
u
t

 
 
  
 
  
  
 
  

…
の
語
感
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
一
八
二
ペ
ー
ジ
二
行
、「
し
か
し
上
述
し
た
指
示
の
数
々
は
、
自
然
に
由
来
す
る
も
の
と
は
い
え
、
命
令

９５
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
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な
ぜ
、「
自
然
に
由
来
す
る
も
の
と
は
い
え
」
と
い
う
逆
接
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
箇
所
は
法
と
は
命
令
権
を
有
す
る
者
の
命

令
で
あ
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
法
理
論
を
前
提
と
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
五
〇
ペ
ー
ジ
、「
法
は
（
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
）
命

令
で
あ
り
、
上
述
の
指
示
は
、
自
然
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
命
令
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
法
と
呼
ば
れ
る
の
は
、

自
然
の
ゆ
え
で
は
な
く
、
自
然
の
創
造
者
で
あ
る
全
能
の
神
の
ゆ
え
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
四
節
、
一
八
三
ペ
ー
ジ
七
行
、「
罪
と
罰
の
区
別
が
生
じ
ま
す
。
罪
と
は
、
心
の
な
か
に
あ
る
苦
痛
と
か
悩
み
で

９６
あ
り
ま
し
て
、
罰
と
は
、
理
性
や
自
然
法
に
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
れ
は
、（　

）
で
す
で
に
述
べ
た
事
柄
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
田
中
訳
は
藤
原
元
訳
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
罪
と

８３

は
」
以
下
に
つ
い
て
は
、
藤
原
訳
と
は
逆
に
訳
し
て
い
る
。
藤
原
訳
、「
け
だ
し
罰
は
な
ん
ら
か
の
心
の
苦
痛
や
悩
み
で
あ
る
が
、
罪

は
理
性
お
よ
び
自
然
法
に
反
し
た
行
動
で
あ
る
」。（　

）
で
も
述
べ
る
が
、
田
中
氏
は
「
罪
」
と
「
罰
」
を
逆
に
理
解
し
て
い
る
の

１０４

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
一
五
一
ペ
ー
ジ
、「
こ
の
こ
と
か
ら
あ
の
罰
の
悪
（m

alum
poenæ

 
    
      

）
と
罪
の
悪
（m

alum

 
    
 

culp

    æ  

）
の
区
別
が
生
じ
る
。
罰
の
悪
は
な
ん
で
あ
れ
な
ん
ら
か
の
精
神
の
苦
痛
や
悩
み
で
あ
る
が
、
罪
の
悪
は
理
性
お
よ
び
自
然
法

に
反
し
た
行
動
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
一
五
節
、
一
八
五
ペ
ー
ジ
一
行
、「
戦
争
に
お
い
て
恐
れ
ら
れ
る
も
の
は
自
然
法
で
あ
っ
て
、
自
然
法
は
恐
怖
か
ら
人

９７
が
自
己
保
存
を
図
る
よ
う
に
す
る
か
ら
で
す
」。

　

こ
の
文
章
は
、
自
然
法
が
戦
争
に
お
い
て
畏
怖
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
か
読
め
な
い
。
後
段
の
、「
自
然
法

は
…
」
は
そ
の
理
由
づ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
原
文
は
、to

b
e

 
 
  
  

fo
rm
id
ab
le,
is
th
e
law
o
f
n
atu
re
in

  
  
  
  
         
     
  
   
   
  
   
 w

ar

 
  

で
あ
り
、
行
路
社
版
、
一
五
二
ペ
ー
ジ
、「
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
は
戦
争
に
お
け
る
自

然
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
戦
時
に
お
い
て
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
は
人
間
が
自
分
自
身
の
力
に
も
と
づ
い
て
有
す
る
保
護
で
あ
る
」。
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（　

）　

同
章
同
節
、
一
八
五
ペ
ー
ジ
四
行
、「
衡
平
、
正
義
、
名
誉
は
な
ん
で
あ
れ
、
す
べ
て
徳
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
」。

９８

　

こ
れ
は
主
語
と
目
的
語
を
逆
に
訳
し
た
誤
訳
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
五
二
ペ
ー
ジ
、「
衡
平
、
正
義
お
よ
び
名
誉
の
中
に
い
か
な

る
も
の
で
あ
れ
一
切
の
徳
が
含
ま
れ
る
」。

　
（　

）　

第
一
八
章
第
一
節
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
そ
れ
ら
の
〔
神
〕
法
に
最
も
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
聖
書
の
箇
所

９９
を
摘
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
」。

　

こ
の
章
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
自
然
法
を
聖
書
の
章
句
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、〔
神
〕
法
が
問
題
で
は
な
い
。「
摘
出
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
文
脈
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
が
、
原
語
はp

ro
d
u
ce

 
  
 
 
  

で
あ
り
、
そ

れ
を
藤
原
元
訳
が
「
摘
出
す
る
」
と
訳
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
一
五
三
ペ
ー
ジ
、「
提
示
す

る
こ
と
に
す
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
一
〇
節
、 
一  
六 
節
。

マ 

マ

１００

　

原
文
に
は
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
一
〇
節
に
続
け
て
、「
そ
れ
ら
の
日
の
後
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
法
を
か
れ
ら
の

心
に
置
く
で
あ
ろ
う
、
と
主
は
い
わ
れ
る
」
と
い
う
聖
書
か
ら
の
引
用
が
記
さ
れ
て
い
る
。
田
中
訳
に
は
そ
れ
が
脱
落
し
て
い
る
。

ま
た
、
田
中
訳
「 
一  
六 
節
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
原
文
で
は
、
正
し
く
「
一
〇
章
一
六
節
」
と
な
っ
て
い
る
。

マ 

マ

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
一
八
八
ペ
ー
ジ
七
行
、「
悪
事
を
し
な
い
と
の
誓
い
を
守
る
人
」。

１０１

　

こ
の
訳
語
が
原
文
の
ど
こ
を
訳
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
藤
原
元
訳
に
も
な
い
。
新
共
同
訳
聖
書
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
が
、
後
述
（　

）
の
問
題
も
あ
る
の
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
テ
キ
ス
ト
を
訳
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
行
路
社
版
、
一
五
五
ペ

１８３

ー
ジ
、「
誓
っ
た
こ
と
は
自
分
自
身
の
損
害
に
な
っ
て
も
変
え
る
こ
と
の
な
い
者
」。

　
（　

）　

同
箇
所
、「
信
約
が
有
効
な
と
こ
ろ
で
は
、
人
び
と
は
謝
す
べ
き
で
あ
り
」。

１０２
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原
文
は
、m

en
o
u
g
h
t
to
b
e
g
ratefu

l,
w
h
ere
n
o
c

 

  
  
 
 
 
    
  
   
      
    
 
   
  
 
  o

ven
an
t
p
asseth

 
   
  
   
      

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
五
五
ペ
ー
ジ
、「
い
か
な

る
信
約
も
結
ば
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
人
間
は
感
謝
の
念
を
も
っ
て
処
す
る
べ
き
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
一
八
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
神
法
の
第
二
法
典
」。

１０３

　

こ
の
訳
語
は
、
藤
原
元
訳
と
同
じ
で
あ
る
が
、
私
は
藤
原
・
田
中
両
氏
と
は
異
な
る
解
釈
に
も
と
づ
い
て
訳
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が

こ
こ
で
「
神
の
法
」
と
い
う
言
葉
で
思
い
描
い
て
い
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
モ
ー
セ
の
十
戒
で
あ
り
、
こ
れ
は
通
常
神
礼
拝
に
関
す

る
部
分
と
倫
理
に
関
す
る
部
分
と
に
わ
け
ら
れ
、th
e
first

tab
le,
th
e
seco
n
d
tab
le

 
 
           
      
      
 
 
    
  

と
い
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
、th

e
seco
n
d
tab
le
o
f
th
e
d
ivin
e
law

 
 
      
 
 
    
    
    
   
    
     

と
い
う
表
現
を
こ
こ
で
用
い
た
と
い
う
の
が
私
の
解
釈
で
あ
る
。
行
路
社
版
、

一
五
五
ペ
ー
ジ
、
当
該
箇
所
参
照
。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
二
行
、「
そ
れ
が
自
然
法
を
無
視
し
軽
蔑
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、

１０４
〔
自
分
自
身
の
良
心
に
お
い
て
罰
と
す
る
な
ら
ば
〕
全
能
の
神
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
な
い
…
」。

　

こ
の
箇
所
の
藤
原
元
訳
は
意
味
が
分
か
り
に
く
い
訳
に
な
っ
て
い
る
。
田
中
訳
は
そ
れ
を
継
承
し
た
う
え
で
、〔
自
分
自
身
の
良
心

に
お
い
て
罰
と
す
る
な
ら
ば
〕
と
い
う
補
足
を
付
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
補
足
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
罰
」
よ
り
は
「
罪
」

と
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
誤
訳
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
、「
そ
れ
が
無
視
や
軽
蔑
か
ら
生
じ
る
場

合
以
外
は
」。
ま
た
、
本
節
の
末
尾
、
一
九
二
ペ
ー
ジ
五
行
、「
そ
れ
を
自
分
自
身
の
良
心
に
お
い
て
罰
と
す
る
な
ら
ば
」
の
「
罰
」

も
「
罪
」
の
誤
り
で
あ
る
。（　

）
で
も
述
べ
た
が
、
田
中
氏
は
「
罪
」
と
「
罰
」
を
逆
に
理
解
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
行
路

９６

社
版
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
、「
み
ず
か
ら
の
良
心
に
お
い
て
そ
れ
を
罪
と
認
め
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
一
九
二
ペ
ー
ジ
、「
全
能
の
神
は
、
善
行
で
あ
れ
悪
行
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
意
志
が
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

１０５
い
ま
す
」。
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こ
の
箇
所
は
、
藤
原
元
訳
は
正
し
い
の
で
、
田
中
氏
独
自
の
誤
訳
で
あ
る
。（
７
）
で
述
べ
た
、tak

e
A
fo
r
B

 
  
   
 
  
   

が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
行
路
社
版
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
、「
全
能
の
神
は
、
善
・
悪
双
方
の
行
為
に
つ
い
て
、
意
志
を
行
為
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
を
表

明
し
て
い
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
一
九
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
審
判
の
継
続
」。

１０６

　

こ
の
節
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
最
後
の
審
判
と
そ
の
後
の
処
罰
を
問
題
に
し
て
い
る
。
最
後
の
審
判
は
一
回
き
り
で
継
続
は
あ
り
え
な

い
。
そ
も
そ
も
「
審
判
」
と
い
う
田
中
訳
の
原
語
はp
u
n
ish
m
en
t

 
 
 
   
 
  
 

な
の
で
、「
処
罰
」
が
正
し
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
全
能
の
神
が
、
わ
た
く
し
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
〔
人
生
を
〕
歩
ん
で
い
く

１０７
か
に
つ
い
て
指
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
審
判
の
日
に
そ
の
厳
密
な
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
願
い
す
る
こ
と
は
、

不
敬
虔
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」。

　

こ
の
箇
所
の
原
文
は
確
か
に
分
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、
田
中
訳
が
誤
訳
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
審
判
の
日

に
、
神
が
今
こ
の
世
で
生
き
て
い
る
人
間
の
日
常
道
徳
に
つ
い
て
教
示
す
る
と
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
。

行
路
社
版
、
一
五
九
ペ
ー
ジ
、「
全
能
の
神
は
、
こ
の
世
で
の
遍
歴
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
し
た
が
う
べ
き
〔
神
の
〕
命
令
に
つ
い
て

と
同
様
、
自
然
法
に
つ
い
て
も
、
裁
き
の
日
に
、
厳
密
な
申
し
開
き
を
要
求
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
な
ん
ら
不
敬
虔
に
は
あ
た
ら
な

い
と
、
私
は
考
え
る
」。
最
後
の
審
判
の
日
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
信
仰
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
自
然
法
に
か
か
わ
る
日
常
道
徳
に

つ
い
て
も
、
神
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
（　

）　

第
一
九
章
各
節
要
約
、
一
九
四
ペ
ー
ジ
、「
二　

戦
時
下
に
あ
る
自
然
法
は
、
名
誉
以
外
に
な
ん
の
力
も
持
っ
て
い
な
い
と

１０８
い
う
こ
と
」。

　

原
文
は
、T

h
e
law
o
f
n
atu
re
in
w
ar,
is
n
o
th
in
g

 
 
     
  
   
   
  
   
  
        
 
  
  
 

b
u
t
h
o
n
o
u
r

  
 
   
 
 
 
 
 

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
六
〇
ペ
ー
ジ
、「
戦
争
に
お
け
る
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自
然
法
は
名
誉
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。

　
（　

）　

同
箇
所
、「
五　

人
間
で
は
な
く
理
性
を
欠
く
動
物
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
一
致
し
て
集
合
し
て
い
る
理
由
」。

１０９

　

こ
の
訳
文
に
は
主
語
が
な
い
。
行
路
社
版
、
一
六
〇
ペ
ー
ジ
、「
理
性
を
も
た
な
い
あ
る
種
の
動
物
の
群
れ
に
お
い
て
一
致
が
存
続

し
、
人
間
の
群
れ
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
原
因
」。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
一
九
二
ペ
ー
ジ
、「
恐
怖
〔
を
人
に
与
え
る
こ
と
は
〕」。

１１０

　

こ
の
〔　

〕
の
補
足
が
間
違
い
で
あ
る
。
自
分
が
感
じ
て
い
る
恐
怖
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
の
当
該

箇
所
参
照
。

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
以
下
。
第
四
節
全
体
。

１１１

　

私
に
は
田
中
訳
の
こ
の
節
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
人
間
を
畏
怖
せ
し
め
る
権
力
の
必
要
性
を
説
く
こ
の
節
は
、
ホ
ッ

ブ
ズ
の
政
治
理
論
に
お
い
て
重
要
な
箇
所
と
思
わ
れ
る
。
行
路
社
版
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
の
当
該
箇
所
と
比
較
・
対
照
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
、
第
五
節
全
体
。

１１２

　

こ
の
節
は
、
動
物
で
は
な
く
人
間
が
争
い
合
う
理
由
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
五
点
に
わ
た
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
田
中
訳
は
藤
原
元
訳

を
基
本
的
に
下
敷
き
に
し
て
い
る
が
、
分
か
り
に
く
い
。
行
路
社
版
、
一
六
三
ペ
ー
ジ
以
下
の
五
節
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
少

し
具
体
的
に
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
一
九
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
の
「
彼
ら
自
身
の
種
の
優
越
」
は
、
私
は
「
自
分
の
属
す
る
種

の
中
で
の
優
越
」
と
訳
さ
な
い
と
、
人
間
相
互
の
競
争
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
一
九
九
ペ
ー
ジ
一
行
の
、「
あ

ら
ゆ
る
人
に
顕
著
に
見
ら
れ
ま
す
」
は
、
藤
原
元
訳
の
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
顕
著
で
あ
り
」
の
継
承
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
はd

istin
c

 
     
 t  

と
い
う
原
語
を
ど
う
訳
す
か
で
あ
り
、
私
は
、
こ
の
場
合
は
こ
の
語
は
「
個
別
的
」
を
意
味
す
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
に
訳
し
た
。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
二
行
、「
同
意
と
は
…
十
分
な
保
障
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」。

１１３
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上
記
の
田
中
訳
の
引
用
に
当
た
っ
て
、
三
行
ほ
ど
間
の
文
章
を
抜
か
し
た
。
し
か
し
、
基
本
的
構
文
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
で
は

意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
一
六
四
ペ
ー
ジ
、「
同
意
（
こ
れ
に
よ
っ
て
私
の
理
解
す
る
も
の
は
、
一

つ
の
行
為
へ
の
多
数
の
人
間
の
意
志
の
一
致
で
あ
る
）
は
、
依
然
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
共
通
の
権
力
の
設
立
な
し
に
は
人
々
の
共

通
の
平
和
の
た
め
の
十
分
な
保
障
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
連
合
体
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
約
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が
指
名
し
決
定

１１４
し
た
あ
る
ひ
と
り
の
人
間
が
、
あ
る
一
つ
の
合
議
体
に
た
い
し
て
、
そ
の
ひ
と
も
し
く
は
合
議
体
が
な
す
べ
く
〔
信
約
を
結
ん
だ
〕

人
び
と
に
命
じ
る
行
動
を
な
す
よ
う
に
…
義
務
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
」。

　

こ
の
文
章
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
た
だ
確
か
に
分
か
り
に
く
い
箇
所
で
は
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
六
五
ペ
ー
ジ
、「
連
合
の
形
成
は
、

す
べ
て
の
人
間
が
信
約
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
、
自
分
た
ち
す
べ
て
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
決
定
さ
れ
た
あ
る
同
一
の
人
間
も
し
く
は

あ
る
同
一
の
協
議
会
に
対
し
て
、
次
の
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
義
務
と
は
、
す
な
わ
ち
、
前
記
の

人
間
も
し
く
は
協
議
会
が
、
自
分
た
ち
に
行
う
よ
う
命
じ
る
行
為
を
行
い
、
そ
し
て
、
そ
の
人
間
も
し
く
は
協
議
会
構
成
員
が
自
分

た
ち
に
禁
じ
、
あ
る
い
は
行
わ
な
い
よ
う
命
じ
る
行
為
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

四　
「
政
治
体
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
」

　

こ
こ
で
は
、『
法
の
原
理
』
第
二
部
の
田
中
訳
を
検
討
す
る
。
こ
の
第
二
部
は
、
藤
原
先
生
と
の
相
談
に
よ
り
、
高
野
の
担
当
と
し

た
箇
所
で
あ
る
。
手
前
味
噌
な
が
ら
、
高
野
元
訳
は
比
較
的
誤
り
が
少
な
く
、
私
は
、
今
回
の
行
路
社
版
の
翻
訳
を
作
成
す
る
に
あ

た
っ
て
、
こ
の
第
二
部
に
は
第
一
部
ほ
ど
の
修
正
を
加
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
田
中
訳
に
は
、
一
九
七

〇
年
代
に
作
成
し
た
高
野
元
訳
お
よ
び
行
路
社
版
と
類
似
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
そ
の
す
べ
て
を
指
摘
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
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な
い
の
で
、
そ
の
い
く
つ
か
の
指
摘
に
留
め
る
。
他
方
、
異
な
っ
て
い
て
誤
訳
で
あ
る
箇
所
や
高
野
元
訳
の
誤
り
が
そ
の
ま
ま
継
承

さ
れ
て
い
る
箇
所
は
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
指
摘
す
る
。
指
摘
に
は
こ
こ
で
も
番
号
を
付
し
、
前
節
か
ら
の
通
し
番

号
を
使
用
す
る
。

　
（　

）　

第
一
章
各
節
要
約
、
二
〇
七
ペ
ー
ジ
六
行
、「
一
八
…
な
に
ほ
ど
か
の
絶
対
的
な
主
権
が
存
在
す
る
」。

１１５

　

行
路
社
版
、
一
七
一
ペ
ー
ジ
、「
ど
こ
か
に
絶
対
的
な
主
権
が
存
在
す
る
」。
田
中
訳
と
の
相
違
点
の
原
語
は
、so

m
ew
h
ere

 
 
 
  
 
   

で
あ

る
。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
八
行
、「
そ
の
人
び
と
の
う
ち
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
す
べ
て
の
行
為
に
」。

１１６

　

田
中
訳
の
こ
の
節
は
他
の
節
と
同
様
、
高
野
元
訳
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
箇
所
は
、
高
野
元
訳
が
、「
そ
の

人
々
の
う
ち
の
一
人
一
人
が
す
べ
て
そ
の
行
為
に
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
そ
の
行
為
」
を
「
す
べ
て
の
行
為
」
に
変
え
て
い
る
。

原
文
は
、every

p
articu

lar
m
an
in
th
at
n
u
m
b
er

 
    
  
      
     
  
   
   
    
 
 
 
  

な
の
で
、
各
個
人
全
員
が
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
す
べ
て
」
を
行
為
に
か

け
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
、
二
一
〇
ペ
ー
ジ
七
行
、
後
ろ
六
行
、「〔
政
治
体
〕」。

１１７

　

こ
の
〔
政
治
体
〕
と
い
う
補
足
は
、
前
記
の
（　

）
で
述
べ
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
関
連
す
る
と
考
え
て
、
高
野
元

４９

訳
で
高
野
が
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、（　

）
と
同
様
、
行
路
社
版
訳
注
（　

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

４９

７５

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
三
行
、「
主
権
」。

１１８

　

主
権
の
原
語
は
、a

so
vereig

n
p
o
w
er

 
   
    
  
 
  
 
 
  

で
あ
る
。
今
か
ら
数
年
前
、
行
路
社
版
の
元
と
な
る
訳
稿
を
飯
島
昇
蔵
早
稲
田
大
学
政

治
経
済
学
術
院
教
授
が
読
ん
で
、
誤
り
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
際
、
飯
島
氏
か
ら
こ
の
語
は
「
主
権
的
権
力
」
と
訳
す
の

が
正
し
い
と
の
教
示
を
受
け
た
。
こ
の
言
葉
は
こ
れ
よ
り
後
何
度
も
出
て
く
る
が
、
行
路
社
版
で
は
す
べ
て
「
主
権
的
権
力
」
と
し
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た
。
飯
島
氏
に
は
感
謝
し
て
い
る
。
田
中
訳
は
、
高
野
元
訳
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
、「
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
信
約
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
ぜ
ひ

１１９
と
も
必
要
で
あ
り
…
」。

　

こ
の
文
章
は
、
高
野
元
訳
の
、
何
が
譲
渡
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
部
分
が
脱
落
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
七
五
ペ
ー

ジ
、「
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
信
約
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
一
切
の
も
の
が
譲
渡
さ
れ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
そ
れ
に
な
ん
の
強
制
力
も
与
え
ず
」。

１２０

　

原
文
は
、w

ith
o
u
t
erectin

g
o
f
a
p
o
w
er
o
f
co
erc

 
   
 
 
     
    
 
  
     
 
 
    
    
   io

n

  
 

で
あ
る
。
日
本
語
だ
け
で
考
え
て
も
、「
そ
れ
に
」
と
い
う
の
が
な
ん

の
こ
と
で
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
そ
も
そ
も
原
文
に
「
与
え
ず
」
と
い
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
一
七
五

ペ
ー
ジ
、「
な
ん
ら
強
制
力
を
設
け
る
こ
と
な
く
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
四
行
、「
主
権
と
い
う
権
力
を
持
つ
者
は
」。

１２１

　

こ
の
箇
所
、「
主
権
と
い
う
権
力
を
持
つ
者
は
」
の
原
文
は
、so

vereig
n
p
o
w
er

 
 
    
  
 
  
 
 
  

で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
少
し
抽
象
的
に
語
っ
て

い
る
。
こ
の
語
を
受
け
る
代
名
詞
もit   
を
使
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
主
権
的
権
力
」
が
正
し
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
三
節
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
六
行
以
下
、「
主
権
の
諸
権
限
の
総
体
」。

１２２

　

問
題
は
、
田
中
訳
の
「
権
限
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
原
語
は
こ
の
箇
所
で
はrig

h
ts

 
  
 
  

と
い
う
複
数
形
で
あ
る
が
、
な
に
ゆ
え

「
権
利
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
な
か
っ
た
か
不
可
解
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
四
節
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
無
制
限
に
集
め
ら
れ
た
」。

１２３

　

原
文
は
、w

h
ich
w
e
can
n
o
t
lim
it

 
 
   
  
     
 
 
     
  

で
あ
る
。
高
野
元
訳
、
行
路
社
版
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
、「〔
こ
ち
ら
の
側
で
は
〕
制
限
し
よ
う

も
な
い
」。
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（　

）　

同
章
第
一
五
節
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
考
え
て
い
ま
し
た
」。

１２４

　

原
語
は
、su

p
p
o
se

 
 
 
 
 
  

と
い
う
現
在
形
で
あ
り
、
実
際
ホ
ッ
ブ
ズ
は
同
世
代
の
混
合
政
体
を
是
と
す
る
人
々
を
批
判
す
る
た
め
に
、

こ
の
節
を
書
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
過
去
形
で
訳
す
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
六
節
、
二
二
〇
ペ
ー
ジ
八
行
、「
自
分
自
身
の
決
定
者
」。

１２５

　

「
決
定
者
」
の
原
語
は
、carver

 
   
  

で
あ
る
。（　

）
で
、
田
中
訳
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
の
「
彫
像
を
刻
む
こ
と
」
を
問
題
と
し
た
が
、

９４

そ
の
箇
所
で
も
こ
のcarver
 
   
  

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
言
葉
の
訳
語
と
は
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
語
は
同
じ
で
あ
る
。

高
野
元
訳
は
、「
決
定
者
」
と
し
て
い
た
。
田
中
訳
は
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
で
は
藤
原
元
訳
に
引
き
ず
ら
れ
、
こ
の
箇
所
で
は
高
野
元
訳

を
使
っ
た
こ
と
に
な
る
。（　

）
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
肉
の
切
り
分
け
人
」
が
正
し 

た
だ
、
意
味
と
し
て
は
、「
決
定
者
」
の
方

９４

が
「
彫
像
を
刻
む
こ
と
」
よ
り
は
ま
し
だ
と
は
思
う
。

　
（　

）　

同
章
第
一
七
節
、
二
二
一
ペ
ー
ジ
五
行
、「
純
然
た
る
民
主
政
、
純
然
た
る
貴
族
政
、
あ
る
い
は
純
然
た
る
君
主
政
」。

１２６

　

高
野
元
訳
は
、「
純
然
た
る
民
主
政
、
あ
る
い
は
純
然
た
る
貴
族
政
、
も
し
く
は
純
粋
な
君
主
政
」
で
あ
る
。「
純
然
た
る
」
と
訳

し
た
言
葉
の
原
語
はsim
p
le

 
  
 
  

で
あ
り
、
こ
の
訳
語
は
私
の
独
創
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
高
野
元
訳
は
、「
純
粋
な
君
主
政
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
形
容
詞
がp

u
re

 
 
  

だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
節
、
田
中
訳
の
同
じ
ペ
ー
ジ
の
九
行
目
に

「
ひ
と
り
の
従
属
的
支
配
者
」
と
あ
る
の
は
、「
従
属
的
君
主
」
の
誤
り
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
八
節
、
二
二
二
ペ
ー
ジ
七
行
、「
人
間
が
法
に
服
従
す
る
状
態
に
な
く
…
人
は
な
に
を
し
よ
う
と
し
ま
い
と
自
由

１２７
で
あ
り
…
各
構
成
員
は
全
体
を
代
表
す
る
人
〔
主
権
者
〕
の
意
志
に
し
た
が
う
こ
と
…
人
間
で
あ
っ
て
も
生
命
の
な
い
生
き
物
に
過

ぎ
ず
…
」。

　

田
中
訳
を
読
ん
で
い
て
不
思
議
に
感
じ
る
の
は
、
こ
の
節
に
限
っ
て
も
、
後
半
部
分
を
高
野
元
訳
と
対
照
す
る
と
、
高
野
元
訳
を

（　

）
１５い
。
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「
で
す
、
ま
す
」
調
に
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
歴
然
と
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
、
部
分
的
に
、
な
ぜ
こ
こ
に
記

し
た
よ
う
な
意
味
不
明
な
訳
を
記
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
初
め
の
部
分
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
人
間
を
自
然
状
態
に

い
る
も
の
と
仮
定
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
状
態
に
「
全
体
を
代
表
す
る
人
〔
主
権
者
〕」
が
い
る
わ
け
は
な
い
。
思
う
に
、
こ
の

田
中
訳
の
「
各
構
成
員
」
の
原
語
はevery

m
em
b
er

 
    
  
  
 
  

で
あ
り
、
こ
の
言
葉
が
「
四
肢
」、「
手
足
」
の
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

田
中
氏
が
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
生
命
の
な
い
生
き
物
」
と
い
う
の
は
、「
一　

は
じ
め
に
」
で
も
触

れ
た
よ
う
に
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
はcreatu

re

 
  
   
  

が
一
切
の
被
造
物
を
意
味
す
る
こ
と
が
田
中
氏
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
一
八
一
ペ
ー
ジ
、「
人
間
は
、
法
に
服
従
す
る
こ
と
も
な
く
、
他
の
人
々
へ
の
義
務
を
課
す

信
約
も
ま
っ
た
く
結
ん
で
は
い
な
い
状
態
に
い
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
場
合
に
は
、
な
に
を
な
そ
う
と
な
す
ま
い
と
自
由
で
あ

っ
て
、
好
き
な
だ
け
熟
慮
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
、 
四  
肢 
の
各
部
は
全
体
と
し
て
の
人
間
の
意
志
に
し
た
が
う
こ
と
、
さ

メ
ン 
バ
ー

ら
に
、
自
由
と
は
人
間
の
自
然
的
な
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
人
間
と
い
え
ど
も
生
命
の
な
い
被
造
物
と
異
な
ら
ず

…
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
九
節
、
二
二
三
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
人
を
処
罰
し
あ
る
い
は
人
び
と
の
構
成
す
る
合
議
体
を
解
散
す
る
権
限
が

１２８
ど
こ
に
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
人
あ
る
い
は
そ
の
合
議
体
に
絶
対
的
な
主
権
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
は
ま
ち
が

い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
人
を
処
罰
す
る
権
力
を
持
た
な
い
人
に
抵
抗
す
る
権
力
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
」。

　

こ
の
節
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
権
の
所
在
を
示
す
し
る
し
を
提
示
す
る
と
述
べ
て
論
を
進
め
て
い
る
。
高
野
元
訳
で
は
、「
そ
の
人
を

処
罰
し
あ
る
い
は
そ
の
合
議
体
を
解
散
す
る
権
利
」
が
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
な
人
も
し
く
は
合
議
体
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
も

し
く
は
そ
の
合
議
体
が
主
権
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
で
あ
る
と
の
趣
旨
に
な
っ
て
い
た
。
田
中
訳
は
、th

at
m
an

 
 
   
 
  

を
処
罰

し
、th

at
assem

b
ly

 
 
        
 
  

を
解
散
す
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
章
か
ら
、th

at

 
 
  

を
取
っ
て
訳
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
人
を
処
罰
す
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る
権
限
」
を
も
た
な
い
人
間
は
当
然
普
通
の
私
人
で
あ
り
、
主
権
者
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
田
中
訳
はth

a

 
 
 t  

を
省
い
た
た
め
に
意
味
不
明
と
な
っ
て
い
る
。「
と
い
い
ま
す
の
は
」
以
降
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
行
路
社
版
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
、

「
そ
の
人
を
処
罰
す
る
権
利
、
あ
る
い
は
そ
の
合
議
体
を
解
散
す
る
権
利
が
、
自
然
的
人
格
で
あ
る
と
政
治
的
人
格
で
あ
る
と
を
問

わ
ず
他
の
い
か
な
る
人
格
に
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
人
も
し
く
は
合
議
体
に
絶
対
的
主
権
が
あ
る
こ
と
を
示
す
一

つ
の
誤
り
の
な
い
し
る
し
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
を
処
罰
す
る
こ
と
が
正
当
な
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
人
に
対
し

て
は
、
抵
抗
す
る
こ
と
も
決
し
て
正
当
な
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
二
五
ペ
ー
ジ
六
行
、「
以
上
の
よ
う
な
権
力
は
…
」。

１２９

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、th

is
in
eq
u
ality

 
 
     
  
 
     

と
書
い
て
お
り
、
高
野
元
訳
も
「
こ
の
よ
う
な
不
平
等
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
田
中
訳
は
不

可
解
で
あ
る
。

　
（　

）　

第
二
章
各
節
要
約
、
二
二
六
ペ
ー
ジ
、
四
節
要
約
、「
…
人
民
が
過
ち
を
犯
す
の
は
…
私
的
な
人
び
と
が
自
分
た
ち
に
有
利

１３０
に
な
る
よ
う
可
決
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
」。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
田
中
訳
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
、「
主
権
者
と
し
て
の
人
民
の
過
ち
は
、
人

民
の
命
令
を
自
分
た
ち
の
票
決
に
よ
っ
て
可
決
す
る
私
的
な
人
々
の
過
ち
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
四
行
、「
平
和
と
防
衛
と
い
う
利
益
を
考
慮
し
て
」。

１３１

　

こ
の
節
も
高
野
元
訳
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
箇
所
は
、
高
野
元
訳
「
平
和
と
防
衛
と
い
う
利
益
を
考
慮
し
て
」

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
が
、
高
野
元
訳
か
ら
し
て
不
正
確
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
八
七
ペ
ー
ジ
、「
み
ず
か
ら
の
平
和
と
防
衛
と

い
う
利
益
の
た
め
に
ま
た
そ
れ
を
考
慮
し
て
」。

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
二
三
〇
ペ
ー
ジ
四
行
、「
…
し
た
が
い
ま
し
て
…
」。

１３２



書　　　評

（ ）１０２（甲南法学’ １６）５７─１・２─１０２

　

（　

）
に
お
い
て
、
こ
の
節
の
要
約
が
誤
訳
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
節
も
お
お
む
ね
高
野
元
訳
を
参
照
し
て
い
る
よ
う

１３０

で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
高
野
元
訳
か
ら
離
れ
た
ら
し
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
節
で
、
政
治
体
と
い
う
仮
構
上
の
体
と
自
然
的

人
間
と
の
区
別
を
説
明
し
、
そ
の
上
で
、
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
の
「
し
た
が
い
ま
し
て
」
は
誤
り
で
、

行
路
社
版
、
一
八
九
ペ
ー
ジ
、「
と
こ
ろ
が
」
が
正
し
い
と
考
え
る
。
同
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
原
語
は
、B

u
t

 
 
 

で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
二
三
一
ペ
ー
ジ
一
行
、「
民
主
政
」。

１３３

　

こ
の
節
も
高
野
元
訳
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
民
主
政
」
は
高
野
元
訳
の
「
君
主
政
」
を
変
更
し
た
誤
訳
で

あ
り
、「
民
主
政
」
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
こ
の
節
で
は
、
高
野
元
訳
の
、「
合
議
体
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
希
望
」
と
い
う
箇
所
が
、「
合
議
体
を
左
右
で
き
な
い
か
」
と
い
う
否
定
形
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
も
意
味
が
通
る

よ
う
に
思
う
が
、
変
更
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
二
三
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
か
れ
ら
の
行
為
が
…
よ
こ
し
ま
な
こ
と
で
あ
る
ば
あ
い
は
別
に
し
て
」。

１３４

　

こ
の
節
で
も
田
中
訳
は
高
野
元
訳
に
基
本
的
に
は
し
た
が
っ
て
い
る
が
、
少
し
変
更
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
箇
所
が
誤
訳
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
の
原
文
は
、h
o
w
so
ever

th
eir
act
b
e
w
ick
ed

 
 
 
  
       
         
   
   
  
 

な
の
で
、
行
路
社
版
、「
か
れ
ら
の
そ
の
行
為
が
、
全
能
な
る
神
の
前

で
ど
れ
ほ
ど
邪
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
」
と
し
か
訳
し
よ
う
が
な
い
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
三
二
ペ
ー
ジ
三
行
、「
人
民
と
の
あ
い
だ
で
」。

１３５

　

高
野
元
訳
は
、「
民
衆
と
の
あ
い
だ
で
」
で
あ
り
、
原
語
はth

em

 
 
  

で
あ
る
。
し
か
し
、th

em

 
 
  

が
受
け
る
名
詞
は
直
前
に
はth

e

 
 
  

d
em
o
cracy

 
  
 
     

の
ほ
か
に
は
な
い
の
で
、（　

）
と
（　

）
で
述
べ
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
と
考
え
て
、

４９

１１７

行
路
社
版
、
一
九
〇
ペ
ー
ジ
、「
民
主
政
を
相
手
と
し
て
」
と
訳
し
た
。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
二
三
二
ペ
ー
ジ
四
行
、「
そ
の
主
権
的
合
議
体
が
お
こ
な
う
議
決
を
承
認
す
る
こ
と
」。

１３６
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th
e
ad
m
issio
n
o
f
su
ch
as
are
fro
m
ti

  
    
 
     
 
  
    
  
       
    
 
   m

e
to
tim
e
to
h
ave
vo
te
in
th
e
so
ver

 
    
    
    
  
      
     
   
    
   eig

n
assem

b
ly

 
  
 
      
 
  

を
こ
の
よ
う
に
訳
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
一
九
〇
ペ
ー
ジ
、「
主
権
的
合
議
体
に
お
い
て
そ
の
時
々
に
投
票
権
を
行
使
す
る
人
々
の
任

命
」。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
二
三
三
ペ
ー
ジ
八
行
、「
ロ
ー
マ
の
独
裁
官
以
上
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」。

１３７

　

こ
の
節
冒
頭
の
田
中
訳
「
君
主
政
の
設
立
」
は
、
高
野
元
訳
で
は
、「
政
治
的
君
主
の
設
立
」
で
あ
る
。th

e
in
stitu
tio
n
o
f
a

 
 
  
  
     
   
 
  
    

p
o
litical

m
o
n
arch

 
 
         
 
 
    

の
訳
と
し
て
は
高
野
元
訳
が
正
し
い
と
考
え
る
。
田
中
訳
は
そ
の
部
分
で
高
野
元
訳
と
異
な
る
以
外
は
ほ
ぼ
高

野
元
訳
を
踏
襲
し
て
い
る
。
も
う
一
か
所
、
こ
こ
に
掲
げ
た
箇
所
に
お
い
て
も
田
中
訳
は
高
野
元
訳
か
ら
離
れ
て
い
る
。
高
野
元
訳

は
、「
ロ
ー
マ
に
お
け
る
執
政
官
以
外
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
」
で
あ
り
、「
独
裁
官
」
を
「
執
政
官
」
と
誤
訳
し
て
い
る
。
田
中
訳

は
そ
の
点
は
正
し
い
が
、
語
尾
も
変
更
し
て
い
て
、
田
中
訳
で
考
え
る
と
、「
独
裁
官
以
上
の
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
行
路
社
版
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
、「
ロ
ー
マ
に
お
け
る
独
裁
官
以
上
の
も
の
に
は
な
ら
な

い
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
九
行
以
下
、
本
節
全
体
。

１３８

　

こ
の
節
も
、
表
現
等
を
微
妙
に
変
え
な
が
ら
高
野
元
訳
を
踏
襲
し
て
開
始
さ
れ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
一
九
二
ペ
ー
ジ
の
該
当
箇

所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
問
題
点
を
少
し
述
べ
て
お
く
。
二
三
五
ペ
ー
ジ
二
行
以
降
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
が
、（　

）
で
括
っ
て
い
る
箇
所

の
（　

）
の
位
置
が
間
違
っ
て
い
る
。
同
ペ
ー
ジ
後
ろ
六
・
七
行
の
「
権
限
」
は
原
語p

o
w
er

 
 
 
  

で
あ
り
、
田
中
訳
はrig

h
t

 
  
 
 

を
「
権

限
」
と
訳
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、「
権
力
」
等
に
訳
し
代
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
後
ろ
三
行
の
、「
向
か
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
か
ら
」
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
がif   
とb

e

 
 

を
用
い
て
仮
定
法
で
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
の
で
、「
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
」

と
訳
す
べ
き
で
あ
り
、「
で
き
る
の
で
す
か
ら
」
は
誤
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
二
三
六
ペ
ー
ジ
七
行
の
、「
か
の
ひ
と
り
の
臣
民
の
た
め
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の
重
荷
で
は
な
く
」
は
、
高
野
元
訳
の
「
そ
の
臣
民
一
人
の
福
利
の
た
め
と
い
う
の
で
は
な
く
」
に
変
更
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

間
違
い
で
あ
る
。
田
中
訳
の
本
節
は
き
わ
め
て
理
解
し
に
く
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
四
行
、「
群
衆
が
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
も
の
だ
」。

１３９

　

こ
の
第
一
一
節
は
、〔　

〕
に
よ
る
補
足
も
含
め
、
高
野
元
訳
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
は
、th

is
is
m
in

 
 
       
  

e  

の
訳
で
あ
り
、「
わ
た
く
し
た
ち
の
も
の
」
と
複
数
形
で
訳
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
高
野
元
訳
は
、「
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
も
の
だ
」

で
あ
る
。
同
ペ
ー
ジ
九
行
以
下
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
群
衆
が
ひ
と
つ
の
政
治
体
へ
と
統
合
さ
れ
」
た
場
合
に
は
、
そ
の
政
治

体
は
、「
複
数
形
のth

eirs

 
 
    

」
で
は
な
く
、h

is

 
  

＝
「
彼
の
も
の
」
と
い
う
名
辞
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
田

中
訳
は
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
葉
を
理
解
し
て
い
な
い
訳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（　

）　

第
三
章
各
節
要
約
、
二
四
一
ペ
ー
ジ
一
行
、「
一
・
二　

支
配
の
権
原
」。

１４０

　

「
権
原
」
はtitle

 
    

の
訳
語
で
あ
る
。
高
野
元
訳
の
作
成
時
に
、
藤
原
先
生
の
教
示
に
よ
っ
て
こ
の
訳
語
を
採
用
し
た
。
行
路
社
版

で
は
、「
権
利
の
根
拠
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
た
。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
二
四
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
あ
る
人
が
他
の
人
に
た
い
し
て
支
配
権
を
持
つ
」。

１４１

　

原
文
は
、on

e
m
an
m
ay
acq
u
ire
rig
h
t,
th
at
is
t

 
 
   
  
  
      
 
   
    
 
     
       o

say,
p
ro
p
erty

o
r
d
o
m
in
io
n
,
o
ver
th

 
       
  
 
      
   
 
 
  
  
 
   
      

e
p
erso
n
o
f
an
o
th
er.

   
    
 
  
    
 
  
   

で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
は
不
正
確
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
、「
あ
る
一
人
の
人
が
、
他
の
人
の
人
格
に
対
し
て
権

利
す
な
わ
ち 
所
有
権 
あ
る
い
は
支
配
権
を
獲
得
で
き
る
」。

プ
ロ
パ
テ
ィ

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
二
四
四
ペ
ー
ジ
七
行
、「
あ
る
人
間
が
み
ず
か
ら
の
意
の
ま
ま
に
な
し
え
た
す
べ
て
の
も
の
を
、
主
人
は
み

１４２
ず
か
ら
の
意
の
ま
ま
に
処
理
で
き
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
れ
は
不
正
確
な
訳
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
〇
一
ペ
ー
ジ
、「
あ
る
人
間
を
み
ず
か
ら
の
意
の
ま
ま
に
す
る
人
は
、
そ
の
人
間
が
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意
の
ま
ま
に
な
し
え
た
す
べ
て
の
も
の
を
み
ず
か
ら
の
意
の
ま
ま
に
処
理
す
る
か
ら
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
二
四
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「〔
最
高
の
主
人
の
〕
従
属
的
な
僕
た
ち
」。

１４３

　

第
七
節
で
、
最
高
の
主
人
に
直
接
仕
え
て
い
る
召
使
い
が
服
従
を
解
除
さ
れ
る
場
合
を
ホ
ッ
ブ
ズ
は
論
じ
て
い
た
。
こ
の
節
は
、

そ
の
召
使
い
に
仕
え
て
い
る
召
使
い
を
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、〔
最
高
の
主
人
の
〕
と
い
う
補
足
は
誤
解
を
生
じ
る
と
考
え
る
。

　
（　

）　

第
四
章
各
節
要
約
、
二
四
九
ペ
ー
ジ
、「
四　

僕
の
子
供
は
…
」。

１４４

　

こ
の
「
僕
」
の
原
語
は
、a

w
o
m
an
-servan

t

 
  
 
 
  
     
  
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
女
性
の
僕
」
等
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
二
五
〇
ペ
ー
ジ
七
行
、「
子
供
を
作
る
行
為
」。

１４５

　

原
語
はg

en
eratio

n

 
  
      
 

で
あ
る
。（
２
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
語
を
他
の
箇
所
で
は
「
生
殖
」
と
訳
し
た
。
な
お
、
こ
の
節
は

ほ
ぼ
高
野
元
訳
と
同
じ
で
あ
り
、
行
路
社
版
と
も
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
、
誤
訳
の
指
摘
の
間
が
比
較
的
空
い
て
い
る

の
は
、
田
中
訳
が
高
野
元
訳
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
節
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
五
行
、「
人
格
〔
代
表
・
主
権
者
〕
を
作
る
こ
と
に
た
い
す
る
同
意
と
…
」。

１４６

　

こ
の
節
で
は
、
入
り
方
こ
そ
高
野
元
訳
に
し
た
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
田
中
氏
の
お
気
に
召
さ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ホ
ッ
ブ

ズ
は
こ
の
節
で
、d
o
m
in
io
n
o
ver
p
erso
n
s

 
 
 
  
  
 
  
     
    
 
 

に
つ
い
て
論
じ
て
い
て
、「
人
格
〔
代
表
・
主
権
者
〕
を
作
る
こ
と
」
と
い
う
言
葉
は

ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
二
〇
六
ペ
ー
ジ
、「
子
供
を
作
る
と
い
う
こ
と
も
、
人
間
自
身
の
同
意
と
同
様
に
、
人
間
に

対
す
る
支
配
の
権
利
の
根
拠
で
あ
る
と
し
て
き
た
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
九
行
、「
子
供
を
作
る
こ
と
か
ら
支
配
権
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
…
男
性
の
ほ
う
が
…
持
っ
て
い

１４７
る
こ
と
か
ら
…
父
親
に
与
え
ら
れ
る
…
」。

　

こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
はeith

er

 
   
   

…

o
r

  
 

を
用
い
て
い
る
。
そ
の
論
理
構
造
を
田
中
訳
は
つ
か
ん
で
い
な
い
。
行
路
社
版
、
二
〇
六
〜
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七
ペ
ー
ジ
、「
子
供
を
作
る
と
い
う
こ
と
か
ら
支
配
権
が
生
じ
る
と
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
概
し
て
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
強

い
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
般
に
世
界
中
ど
こ
で
も
、
子
供
の
所
有
権
は
父
親
に
与
え
ら
れ
、
母
親
か
ら
は
奪
わ
れ

る
と
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
」。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
、
二
五
二
ペ
ー
ジ
八
行
、「
そ
の
よ
う
な
要
求
は
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
」。

１４８

　

高
野
元
訳
は
、「
そ
の
よ
う
な
要
求
は
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
で
あ
り
、
田
中
訳
は
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
箇
所
で
、sh
all
th
at
p
reten

se
b
e
th
o
u
g
h
t
u
n
rea

 
 
      
    
  
   
    
    
 
 
 
 
   
 
  
 so

n
ab
le

  
 
  
  

と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
る
の
で
、
意
志
未
来
で
あ
り
、
高
野
元
訳
か
ら
し
て
そ
の
こ
と
を
無
視
し
た
誤
訳
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
〇
七
ペ
ー
ジ
、「
そ

の
よ
う
な
要
求
は
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
二
五
三
ペ
ー
ジ
、「
同
様
の
信
約
に
は
…
」。

１４９

　

「
一　

は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
同
様
の
」
に
当
た
る
原
語
はco

h
ab
itatio

n

 
 
 
  
      
 

で
あ
り
、
高
野
元
訳
が
、「
同
棲
の
信
約

は
…
」
と
訳
し
て
い
る
箇
所
を
田
中
氏
が
見
間
違
え
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
箇
所
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
男
女
関
係
に
ま
で
社

会
契
約
を
適
用
し
て
い
る
箇
所
で
、
面
白
い
の
で
、
行
路
社
版
を
引
用
し
て
お
く
。
二
〇
八
ペ
ー
ジ
、「
同
棲
の
信
約
は
、
ベ
ッ
ド
を

 
と
も
に
す
る
こ
と 
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
も
の
を 
と
も
に
す
る
こ
と 
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」。
な
お
、
伊
藤
、
服
部
訳
は
、

ソ
　

サ
　

エ
　

テ
　

ィ
 

ソ
　

サ
　

エ
　

テ
　

ィ

「
同
棲
の
信
約
は
、
寝
床
で
の
社
交so

ciety

 
 
     

、
も
し
く
は
全
て
の
物
事
に
お
け
る
社
交
の
ど
ち
ら
か
の
た
め
の
も
の
で
あ
り 

な

っ
て
い
る
。
問
題
はso

ciety
o
f
b
ed

 
 
       
   
  

のso
ciety

 
 
     

を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
で
あ
り
、
私
は
相
当
考
え
た
挙
句
に
「
と
も
に
す
る
こ

と
」
と
訳
し
た
。
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ル
ビ
を
振
っ
た
。
ご
意
見
を
賜
り
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
二
行
以
下
、
第
七
節
全
体
。

１５０

　

こ
の
節
の
冒
頭
で
は
、
高
野
元
訳
と
同
様
に
、「
同
棲
の
信
約
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
節
は
ほ
ぼ
完
璧
に
高
野

（　

）
１６」
と
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元
訳
と
一
致
し
て
い
る
が
、
七
行
、「
し
か
し
、
…
」
の
前
に
は
以
下
の
文
章
が
脱
落
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
、

「
そ
し
て
、
こ
の
男
性
が
夫
（H

U
S
B
A
N
D

 
 
 
 
 
 
 

）、
女
性
が
妻
（W

IF
E

 
  
 

）
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
時
に
は
、
妻
一
人
が
統
治
を
行
う

こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、」。

　
（　

）　

第
四
章
第
九
節
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
六
行
、「
自
分
の
ほ
う
が
良
い
状
態
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
」。

１５１

　

原
文
は
、th

ere
is
reaso

n
h
e
sh
o
u
ld
b
e
b
etter

 
 
   
      
   
 
  
    
 
 
  
  
   
      u
sed

 
   

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
一
〇
ペ
ー
ジ
、「
自
分
の
方
が
よ
り
よ
く

用
い
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
七
行
、「
両
親
の
子
供
で
あ
る
こ
と
で
」。

１５２

　

原
文
は
、b

y
th
e
n
atu
ral
in
d
u
lg
en
ce
o
f
th
e
p
ar

 
    
   
   
      
 
 
  
  
    
    
   
  en

ts

 
 
  

で
あ
る
。
田
中
訳
は
、
こ
の
前
後
は
完
全
に
高
野
元
訳
を
踏
襲
し
、

こ
の
箇
所
を
変
更
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
一
〇
ペ
ー
ジ
、「
両
親
が
自
然
に
抱
い
て
し
ま
う
甘
や
か
し
の
お
か
げ
で
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
二
五
八
ペ
ー
ジ
八
行
、「
そ
の
強
制
力
は
君
主
政
以
外
の
統
治
形
態
を
望
ん
で
い
な
い
と
…
」。

１５３

　

こ
の
文
章
は
、
厳
密
に
い
う
と
不
正
確
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
、「
そ
の
強
制
力
は
他
の
い
か
な
る
統
治
で
も
な
く

君
主
政
の
形
態
に
お
け
る
も
の
を
望
ん
で
い
た
」。
な
お
、
五
行
目
の
「
ま
た
」
は
「
す
な
わ
ち
」
の
誤
り
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
五
節
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
八
・
七
行
、「
決
定
方
式
」。

１５４

　

原
語
はlo

t

 
 
 

で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
第
一
部
第
一
七
章
以
来
何
度
も
出
て
き
て
、「
く
じ
」
と
い
う
訳
語
が
使
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
場
合
も
、「
く
じ
」
が
正
し
い
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
六
行
、「
年
齢
の
差
に
つ
い
て
継
承
に
つ
い
て
…
有
利
な
条
件
が
あ
る
」。

１５５

　

文
脈
は
、
君
主
の
子
供
た
ち
の
「
才
能
の
差
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
判
断
す
る
か
を
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
、
行
路
社
版
、

二
一
三
ペ
ー
ジ
、「
年
令
の
差
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
点
に
つ
い
て
の
判
断
を
下
す
権
威
は
い
か
な
る
臣
民
に
も
な
い
の
で
、
年
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長
者
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
」。
田
中
訳
、「
有
利
な
条
件
」、
行
路
社
版
、「
す
ぐ
れ
て
い
る
」
に
相
当
す

る
原
文
は
、th

e
o
d
d
s

 
 
   
 
 
 

で
あ
り
、（　

）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
のlo

t

 
 
 

は
「
く
じ
」
と
訳
す
の
が
正
し
い
。

１５４

　
（　

）　

第
五
章
各
節
要
約
、
二
六
一
ペ
ー
ジ
一
行
、「
一　
〔
設
立
に
よ
る
〕
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」。

１５６

　

本
章
の
第
一
節
の
内
容
を
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
一
般
論
を
語
る
と
述
べ
て
い
て
、
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
に
問
題
を
限
定
し
て
い
な
い
。
田
中
訳
で
、〔
設
立
に
よ
る
〕
と
い
う
補
足
が
付
さ
れ
た
理
由
が
分
か
ら
な
い
。

　
（　

）　

同
章
同
箇
所
、
二
六
一
ペ
ー
ジ
五
行
、「
五　

…
臣
民
は
…
金
持
ち
に
な
り
に
く
い
」。

１５７

　

不
正
確
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
、「
君
主
政
の
下
で
の
臣
民
は
、
他
の
統
治
の
場
合
よ
り
も
、
私
的
な
人
々
を
金
持

ち
に
す
る
〔
と
い
う
弊
害
〕
を
こ
う
む
る
こ
と
が
少
な
い
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
二
六
二
ペ
ー
ジ
二
行
、「
支
配
さ
れ
る
側
の
便
・
不
便
」。

１５８

　

こ
れ
は
、th

e
b
en
efit
o
r
d
am
ag
e
o
f
b
ein
g
ru
led

 
 
   
  
      
   
  
  
   
   
   
 
   
   

の
訳
と
し
て
は
正
し
く
な
い
。
行
路
社
版
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
、「
支
配
さ

れ
る
こ
と
の
便
益
も
し
く
は
損
害
」。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
二
六
三
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
厄
介
事
」。

１５９

　

高
野
元
訳
で
は
、「
や
っ
か
い
事
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
誤
り
を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
原
語
はb

u
sin
ess

 
 
   
   

で
あ

り
、「
仕
事
」
で
い
い
と
考
え
る
。
行
路
社
版
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
六
三
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
頭
と
は
、
い
わ
ば
厄
介
事
の
居
座
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ば
か
り
か
…
こ
う
し
た
面

１６０
倒
事
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
…
」。

　

こ
れ
は
田
中
氏
の
独
自
の
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
厄
介
事
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、th

e
care

 
 
  
    

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
文
で
は
、

T
o
b
alan
ce
th
is
in
co
m
m
o
d
ity

 
 
  
    
     
     
  
 
 
 
 
   

と
あ
る
箇
所
が
誤
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
行
路
社
版
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
、「
常
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に
頭
は
、
配
慮
を
行
う
箇
所
で
あ
る
と
と
も
に
敵
の
攻
撃
に
も
っ
と
も
さ
ら
さ
れ
や
す
い
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
都
合

を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
…
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
六
四
ペ
ー
ジ
九
行
、「〔
設
立
し
た
〕
合
議
体
の
多
数
派
の
意
志
、
こ
れ
は
ひ
と
り
の
人
の
意
志
に
ほ
か
な

１６１
り
ま
せ
ん
が
」。

　

こ
の
文
章
は
、
不
可
解
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
、「
合
議
体
の
多
数
派
の
意
志
も
し
く
は
あ
る
一
人
の
人
の
意
志
に

含
ま
れ
て
い
る
意
志
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
六
七
ペ
ー
ジ
一
行
、「
あ
る
い
は
だ
れ
が
そ
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
か
…
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
〔
所
有

１６２
権
の
〕
侵
害
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
…
」。

　

高
野
元
訳
は
、「
あ
る
い
は
だ
れ
が
そ
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
か
分
ら
な
い
人
び
と
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
侵
害
の
よ
う

に
思
わ
れ
て
し
ま
う
」
で
あ
っ
た
。
高
野
元
訳
も
田
中
訳
も
、
以
下
に
示
す
行
路
社
版
の
「
…
苦
情
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」

の
部
分
を
脱
落
さ
せ
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
、「
と
こ
ろ
が
、
主
権
の
権
利
を
知
ら
ず
、
あ
る

い
は
だ
れ
が
そ
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
か
分
ら
な
い
人
々
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
侵
害
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、

苦
情
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
二
六
八
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
神
が
、
君
主
に
与
え
給
う
た
権
力
」。

１６３

　

「
与
え
給
う
」
は
敬
語
で
、
与
え
る
の
は
神
だ
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
よ
う
の
な
い
訳
語
で
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
神
が
君
主
に

権
力
を
与
え
る
と
は
述
べ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
以
下
に
示
す
行
路
社
版
に
し
て
も
、
日
本
語
の
受
動
態
と
敬
語
が
同
形
で
あ
る
た

め
、
人
民
が
君
主
に
権
力
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
に
く
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
路

社
版
、
二
二
〇
ペ
ー
ジ
、「
神
が
、
い
か
な
る
君
主
に
委
ね
ら
れ
る
権
力
に
も
ま
さ
る
権
力
を
…
」。
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（　

）　

同
章
第
七
節
、
二
七
一
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
、「
今
日
成
立
さ
せ
た
法
を
明
日
は
別
人
の
手
に
移
し
…
」。

１６４

　

こ
の
節
は
、
田
中
氏
が
高
野
元
訳
か
ら
相
当
に
離
れ
て
訳
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
冒
頭
部
分
か
ら
私
に
は
意
味
が
と
り
に
く

い
。
上
記
に
掲
げ
た
訳
文
は
、
原
文
の
ど
の
箇
所
を
訳
し
た
も
の
か
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
行
路
社
版
、
二
二
二
ペ
ー
ジ
、「
だ
れ
か

一
人
の
人
が
〔
考
え
を
〕
変
え
る
だ
け
で
も
、
そ
の
人
が
雄
弁
や
評
判
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
そ
そ
の
か
し
や
党
派
を
用
い
る
な
ら

ば
、
十
分
に
、
今
日
の
法
─
こ
れ
も
他
の
人
が
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
手
段
で
作
っ
た
も
の
な
の
だ
が
─
を
明
日
に
は
廃
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」。

 

（　

）　

同
章
第
八
節
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
国
事
に
関
す
る
助
言
機
関
は
貴
族
政
と
君
主
政
を
併
せ
持
っ
て
い
ま
す
」。

１６５

　

高
野
元
訳
は
、「
こ
の
よ
う
な
貴
族
政
は
、
君
主
政
の
場
合
と
同
様
の
国
事
に
か
ん
す
る
助
言
機
関
を
有
し
て
お
り
」
で
あ
り
、
分

か
り
に
く
い
。
田
中
訳
は
こ
の
高
野
訳
を
元
に
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
助
言
と
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
を
助
言
機
関
と
訳
し
、
理

解
し
に
く
い
。
行
路
社
版
、
二
二
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

第
六
章
第
一
節
、
二
七
四
ペ
ー
ジ
、
第
一
節
全
体
。

１６６

　

こ
の
節
の
冒
頭
部
分
の
高
野
元
訳
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
田
中
訳
と
高
野
元
訳
と
の
比
較
が
で
き
な
か
っ

た
。
田
中
訳
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
か
ら
相
当
に
離
れ
た
訳
に
な
っ
て
い
て
、
意
味
も
と
り
に
く
い
。

　

同
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
そ
の
難
問
と
は
…
絶
対
的
な
権
力
で
あ
る
主
権
の
も
と
に
身
を
お
く
以
外
に
合
法
的
な
こ
と
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
」。
こ
の
訳
文
は
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。
一
種
の
二
重
否
定
と
い
う
べ
き
文
章
な
の
だ
ろ
う
か
。
普
通
に
読
む

と
、「
主
権
の
も
と
に
身
を
お
く
の
が
一
番
合
法
的
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
宗
教
問
題
に
お
い
て
も
主
権
者
の
命
令

に
し
た
が
っ
て
何
も
問
題
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
の
高
野
元
訳
は
存
在
す

る
の
で
、
引
用
す
る
。「
そ
し
て
も
し
、
こ
の
難
問
が
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
だ
れ
一
人
と
し
て
、
合
法
的
に
は
、
自
己
の
平
和
と
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保
存
と
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め
に
は
絶
対
的
主
権
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
が
、

こ
の
難
問
は
、
そ
う
し
た
主
権
の
も
と
に
人
が
身
を
置
く
こ
と
を
、
合
法
的
で
は
な
い
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」。
つ
ま
り
田
中

訳
は
意
味
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
で
は
少
し
訳
を
変
更
し
た
。
二
二
五
ペ
ー
ジ
、「
こ
の
難
問
は
、
平
和
と
保
存
の
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
絶
対
的
な
主
権
の
支
配
の
下
に
人
が
身
を
置
く
こ
と
を
合
法
的
で
は
な
い
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
節
に
お
い
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
宗
教
と
政
治
の
相
克
と
い
う
当
時
の
焦
眉
の
急
と
い
う
べ
き
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
し
く
、
理

解
し
や
す
い
訳
文
が
必
要
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
二
節
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
ロ
ー
マ
教
皇
」。

１６７

　

原
文
は
、th

e
b
ish
o
p
o
f
R
o
m
e

 
 
   
   
 
 
  
   
 
 
 

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
自
体
が
こ
の
言
葉
を
、
教
皇
の
称
号
と
し
て
用
い
る
こ

と
が
あ
る
の
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「th

e
b
ish
o
p
o
f
R
o
m
e

  
   
   
 
 
  
   
 
 
 

の
世
俗
的
支
配
の
下
で
暮
し
て
い
る
キ
リ
ス

ト
者
た
ち
も
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
」
と
記
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
普
遍
共
同
体
の
頭
と
し
て
の
教
皇
で
は
な
く
、

地
域
的
に
限
定
さ
れ
た
領
土
で
主
権
を
有
す
る
者
と
し
て
のth

e
b
ish
o
p
o
f
R
o
m
e

 
 
   
   
 
 
  
  
 
 
 
 

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
高

野
元
訳
お
よ
び
行
路
社
版
、
二
二
六
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ロ
ー
マ
の
司
教
〔
ロ
ー
マ
法
王
〕」
と
訳
し
た
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
五
行
、「
…
人
び
と
は
、
宗
教
問
題
に
お
い
て
自
分
を
政
治
権
力
の
上
に
お
こ
う
と
し
、
少
な

１６８
く
と
も
政
治
権
力
を
あ
て
に
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
…
」。

　

田
中
訳
で
は
個
人
の
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
文
章
の
前
に
「
良
心
の
自
由
」
の
主
張
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
箇
所
は
、
国
家
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
主
張
す
る
宗
教
諸
団
体
を
問
題
と
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
二
六
ペ
ー
ジ
、「
…
人
々
は
、

宗
教
上
の
問
題
に
お
い
て
、
国
家
の
権
力
を
超
え
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
か
ら
独
立
し
た
権
力
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
二
七
七
ペ
ー
ジ
五
行
、「
ま
た
、
人
び
と
の
良
心
か
ら
出
る
行
動
を
…
」。

１６９
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こ
の
田
中
訳
は
、「
ま
た
」
の
後
の
、「
人
々
の
良
心
に
発
す
る
行
動
に
つ
い
て
述
べ
る
と
」
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
。
行
路
社
版
、

二
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
七
八
ペ
ー
ジ
五
行
、「
ペ
テ
ロ
の
手
紙
一
」
の
引
用
。

１７０

　

こ
の
引
用
の
中
で
、「
皇
帝
」
と
い
う
言
葉
が
二
度
出
て
く
る
。
新
共
同
訳
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
田
中
氏

は
、
凡
例
に
お
い
て
、
聖
書
の
文
言
に
つ
い
て
は
新
共
同
訳
を
参
照
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
に
も
多
数
の
聖
書
か
ら
の
引
用
が
こ
の
『
法
の
原
理
』
に
は
出
て
く
る
が
、
田
中
訳
は
、
新

共
同
訳
で
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
問
題
は
た
ん
に
「
参
照
し
た
」
だ
け
の
こ
と
だ
と
思
い
、
不
問
に
付
し
て
き
た
。
し
か
し
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
聖
書
か
ら
の
引
用
を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
問
題
で
は
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
言
及
し

て
お
く
。
こ
の
箇
所
で
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
も
協
会
訳
も
「
皇
帝
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
し
て
い
な
い
。
行
路
社
版
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
参

照
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
三
行
、「
宗
教
会
議
」。

１７１

　

こ
の
言
葉
の
原
語
はco
u
n
cil

 
 
 
 
   

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
を
、
行
路
社
版
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
で
は
、「
最
高
法
院
」
と
訳
し
た
。
そ
の
理

由
を
そ
の
箇
所
に
付
し
た
訳
注
（　

）
で
述
べ
た
。
そ
れ
を
こ
の
箇
所
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
記
し
て
お
く
。
こ
の
箇
所
は
、
直
前
の

８８

ペ
テ
ロ
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
使
徒
言
行
録
第
五
章
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
て
、
最
高
法
院
と
訳
し
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
欽
定
訳

で
もco

u
n
cil

 
 
 
 
   

が
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
意
味
で
のco

u
n
cil

 
 
 
 
   

と
い
う
言
葉
は
新
約
聖
書
だ
け
で
も
相
当
数
用

い
ら
れ
て
い
る
。
最
高
法
院
＝
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
は
、
さ
か
の
ぼ
る
と
モ
ー
セ
の
時
代
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
議
会
で
、
議

長
を
含
め
る
と
七
一
名
の
構
成
員
か
ら
な
り
、
宗
教
問
題
、
政
治
問
題
を
処
理
す
る
機
関
で
あ
り
、
最
高
司
法
権
も
有
し
て
い
た
。

し
か
し
、
ロ
ー
マ
の
支
配
の
下
で
は
死
刑
を
実
施
す
る
権
限
は
奪
わ
れ
て
い
た
。
イ
エ
ス
を
ピ
ラ
ト
に
引
き
渡
す
決
定
を
下
し
た
の
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も
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
引
用
し
て
い
る
ペ
テ
ロ
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
箇
所
を
少
し

引
用
し
て
お
く
。「
彼
ら
が
使
徒
た
ち
を
引
い
て
き
て
最
高
法
院
の
中
に
立
た
せ
る
と
、
大
祭
司
が
尋
問
し
た
…
ペ
テ
ロ
と
ほ
か
の
使

徒
た
ち
は
答
え
た
。『
人
間
に
従
う
よ
り
も
、
神
に
従
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
』」（「
使
徒
言
行
録
」
五
章
二
七
〜
二
九
節
）。
政
治

と
宗
教
の
問
題
を
論
じ
る
際
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
ペ
テ
ロ
の
言
葉
と
格
闘
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
三
行
、「
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
救
い
主
の
こ
と
を
説
く
の
を
命
じ
る
…
」。

１７２

　

原
文
は
、
…

th
at
co
m
m
an
d
to
p
reach

C
h
rist

   
     
 
 
  
 
   
  
  
   
  
 
    

で
あ
る
。C

h
rist

 
 
    

の
語
義
は
（　

）
で
記
す
よ
う
に
、
直
截
的
に
は
「
救
い

１７６

主
」
で
は
な
い
の
で
、
田
中
訳
は
少
し
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
五
行
、「
ひ
た
す
ら
な
服
従
」。

１７３

　

原
語
はsim

p
le

 
  
 
  

で
あ
り
、
高
野
元
訳
で
は
苦
心
の
挙
句
に
、「
ひ
た
す
ら
な
服
従
」
と
い
う
訳
語
を
考
え
た
。
し
か
し
、
厳
密
に

い
え
ば
、
日
本
語
の
文
法
上
、
こ
の
表
現
は
誤
っ
て
お
り
、
行
路
社
版
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
で
は
、「
無
条
件
的
な
服
従
」
と
い
う
訳
語

を
用
い
た
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
現
世
で
死
を
招
く
」。

１７４

　

原
文
に
忠
実
な
訳
は
、「
現
世
の
死
の
危
険
を
招
く
」
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
九
行
、「 
上
部
構
造 
」。

ス
ー
パ
ー
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ア

１７５

　

原
語
はsu
p
erstru

ctio
n

 
 
 
      
    
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ル
ビ
は
誤
っ
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「『
か
れ
は
神
に
油
注
が
れ
た
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
か
れ

１７６
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」。

　

こ
の
箇
所
は
こ
の
ま
ま
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
野
元
訳
、「
か
れ
は
神
の
油
そ
そ
が
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
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れ
は
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
を
な
ぜ
右
記
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ

ズ
は
こ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
の
語
義
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
わ
た
く
し
は
ア
リ
ウ
ス
派
の
〔
キ
リ
ス
ト
養
子
説
の
流
れ
を
く
む
〕
新
た
な
分

１７７
派
に
反
対
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
…
」。

　

こ
の
箇
所
の
、
高
野
元
訳
は
、「
つ
い
で
な
が
ら
、
わ
た
く
し
が
ア
リ
ウ
ス
派
の
〔
キ
リ
ス
ト
養
子
説
の
流
れ
を
く
む
〕
新
た
な
セ

ク
ト
に
反
対
す
る
者
で
あ
る
点
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
で
あ
る
。
田
中
訳
は
、「
つ
い
で
な
が
ら
」
を
省
略
し
、「
わ
た
く
し

が
」
を
「
わ
た
く
し
は
」
に
変
え
た
以
外
は
、
高
野
元
訳
と
同
じ
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
変
更
は
微
妙
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
理
を
歪
め

て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
高
野
元
訳
の
方
で
あ
り
、〔
キ
リ
ス
ト
養
子
説
の
…
〕
と
い
う
補
足
は
、
こ
の
節
の
こ
の
文
脈
で
は
納
得

的
で
あ
る
が
、
ア
リ
オ
ス
派
の
主
張
の
要
約
と
し
て
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
「
キ
リ
ス
ト
養
子
説
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
行
路
社
版
に
お
い
て
は
こ
の
補
足
を
省

き
、
二
三
〇
ペ
ー
ジ
の
こ
の
箇
所
に
は
、
訳
注
（　

）
を
付
し
た
。
ア
リ
オ
ス
派
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

８９

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
八
二
ペ
ー
ジ
二
行
、「
わ
た
く
し
た
ち
が
以
上
の
諸
点
や
魂
の
不
滅
性
を
信
じ
る
の
も
聖
書
に
よ
る
も
の
で

１７８
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
イ
エ
ス
が
救
い
主
で
あ
る
こ
と
さ
え
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
高
野
元
訳
に
致
命
的
な
過
ち
が
あ
っ
た
。
高
野
元
訳
、「
そ
し
て
、
聖
霊
へ
の
信
仰
〔
も
根
本
的
で
あ

る
〕。
わ
れ
わ
れ
が
以
上
の
諸
点
や
魂
の
不
死
性
を
信
ず
る
の
も
、
聖
書
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
イ
エ
ス
が
救
い
主
で

あ
る
こ
と
さ
え
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
」。
冒
頭
の
「
聖
霊
へ
の
信
仰
」
は
、
こ
の
箇
所
よ
り
前
に
ホ
ッ
ブ
ズ
が
論
じ
て
い

た
こ
と
で
あ
り
、「
聖
書
へ
の
信
仰
」
が
正
し
い
。
田
中
訳
は
高
野
元
訳
を
忠
実
に
反
映
し
な
が
ら
、
そ
の
過
ち
の
部
分
は
省
い
た
。

し
か
し
、
本
来
記
す
べ
き
「
聖
書
へ
の
信
仰
」
も
脱
落
し
た
ま
ま
で
、
右
記
の
よ
う
な
訳
に
な
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
意
図
を
伝
え
な
い
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も
の
と
な
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
三
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
二
八
六
ペ
ー
ジ
五
行
、「
天
の
国
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
国
へ
の
接
近
」。

１７９

　

「
天
の
国
」
は
向
こ
う
か
ら
近
づ
い
て
く
る
の
で
、
人
間
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
「
接
近
」
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
に
お
い
て
は
、
普
通
能
動
態
を
用
い
る
と
こ
ろ
で
、
受
動
態
を
用
い
る
。
ま
こ
と
に
細
か
い

点
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、「
へ
の
接
近
」
で
あ
れ
ば
人
間
が
天
の
国
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、「
の
接
近
」
と
す
る
と

「
神
の
国
」
が
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、
主
・
客
が
逆
転
す
る
。
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
はk

in
g
d
o
m

 
  
 
 
 
 

を
用
い
て
い
る
の
で
、
行
路
社
版
、

二
三
三
ペ
ー
ジ
で
は
、「
天
の
王
国
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
王
国
の
接
近
」
と
訳
し
た
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
八
七
ペ
ー
ジ
二
行
、「
葦
の
棒
〔
苦
し
み
と
痛
み
の
象
徴
〕」。

１８０

　

原
文
は
、scep

tre
o
f
reed

 
   
   
  
    
  

で
あ
る
。
田
中
訳
は
、「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
七
章
二
九
節
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、scep

tre

 
   
   

は
王
権
の
象
徴
と
し
て
の
「
笏
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
、「
イ
エ
ス
の
十
字
架
の

 
罪
状
書 
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
で
あ
り
、
い
ば
ら
の
冠
」
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
十
字
架
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
に

タ
イ
ト
ル

な
っ
た
イ
エ
ス
を
ロ
ー
マ
の
兵
士
た
ち
が
嘲
弄
し
て
、
王
の
し
る
し
と
し
て
赤
い
外
套
を
着
せ
、
荊
冠
を
か
ぶ
ら
せ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
箇
所
を
受
け
て
い
る
言
葉
な
の
で
、「
葦
の
棒
」
で
は
な
く
、「
あ
し
の
王
笏
」
が
正
し
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
田
中
氏
に
よ
る

補
足
、〔
苦
し
み
と
痛
み
の
象
徴
〕
は
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
く
の
か
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
次
い
で
な
が
ら
、「
イ
エ
ス
の
十
字

架
の 
罪
状
書 
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
」
の
罪
状
書
は
、
十
字
架
刑
に
処
せ
ら
れ
る
罪
人
の
頭
上
に
、
罪
状
書
を
貼
り
付

タ
イ
ト
ル

け
る
風
習
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
十
字
架
の
イ
エ
ス
の
頭
上
にIN

R
I

 
 
 
 

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
」
の
各
単
語
の
頭
文
字
で
あ
る
。
な
お
、
こ
のIN

R
I

 
 
 
 

と
い
う
表
現
法
は
「
ヨ
ハ
ネ

に
よ
る
福
音
書
」
一
九
章
一
九
節
に
よ
る
。
な
お
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
権
利
の
根
拠
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
き
たtitle

 
    

と
い
う
語



書　　　評

（ ）１１６（甲南法学’ １６）５７─１・２─１１６

が
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
罪
状
書
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
二
八
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
八
行
、「
幼
子
た
ち
の
信
仰
こ
そ
が
大
事
で
あ
る
」。

１８１

　

少
し
不
正
確
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
三
五
ペ
ー
ジ
、「
幼
な
子
た
ち
に
信
仰
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
二
九
一
ペ
ー
ジ
二
行
、「
キ
リ
ス
ト
に
根
を
お
ろ
し
、
キ
リ
ス
ト
に
結
ば
れ
て
歩
み
な
さ
い
」〔
こ
の
部
分

１８２
は
六
─
七
節
〕。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
箇
所
で
、「
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
二
章
七
節
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
高
野
元
訳
に
は
七
節
で
あ
る
こ
と

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
田
中
訳
は
独
自
の
訳
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
訳
語
の
作
成
に
あ
た
っ
て
田
中
氏
は
六

節
と
混
同
し
た
よ
う
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
三
六
ペ
ー
ジ
、「
キ
リ
ス
ト
に
根
ざ
し
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
」

〔
同
七
節
参
照
〕。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
九
一
ペ
ー
ジ
三
行
、「
あ
な
た
方
は
…
と
り
こ
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
さ
い
」。

１８３

　

こ
の
箇
所
の
田
中
訳
は
、「
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
二
章
八
節
の
、
新
共
同
訳
に
よ
る
引
用
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ズ

の
原
文
は
こ
れ
と
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
新
約
聖
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
つ
い
て
も
お
お
む
ね
、

T
h
e
E
n
g
lis

 
 
   
 
 
   h  
 H

ex
ap
la

 
  
  
  

を
参
照
し
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
欽
定
訳
か
ら
テ
ィ
ン
ダ
ル
訳
ま
で
遡
っ
て
、
比
較
し
た
が
、
多
く
の
場
合
、

ど
の
訳
と
も
少
し
文
章
表
現
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
箇
所
の
行
路
社
版
の
訳
語
を
示
す
。
二
三
六
ペ
ー
ジ
、「
あ
な
た
が
た
は
、
こ

の
世
の
原
理
に
し
た
が
い
、
哲
学
や
む
な
し
い
だ
ま
し
ご
と
、
そ
れ
に
人
間
の
な
ら
わ
し
な
ど
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
た
を
損
な
お
う

と
す
る
人
が
あ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
い
な
さ
い
」。
オ
ー
ブ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
ギ
リ
シ
ア
語

聖
書
が
載
っ
て
い 

い
う
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
旧
約
聖
書
か
ら
多
数
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
が
、

『
法
の
原
理
』
の
段
階
で
は
、
比
較
的
新
約
聖
書
か
ら
の
引
用
が
多
い
。
彼
は
八
十
代
半
ば
に
、
ホ
メ
ロ
ス
の
翻
訳
を
公
刊
す
る
ほ

（　

）
１７た
と
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ど
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
達
人
で
あ
っ
た
。
当
然
、
新
約
聖
書
は
自
在
に
読
み
こ
な
し
、
翻
訳
も
み
ず
か
ら
行
っ
た
の
で
あ
ろ 

ホ
ッ

ブ
ズ
が
当
時
の
英
語
訳
聖
書
の
い
ず
れ
の
版
に
依
拠
し
て
い
た
か
と
い
う
、
私
の
問
い
が
そ
も
そ
も
無
意
味
な
問
い
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
新
約
聖
書
か
ら
の
引
用
を
行
う
際
に
、
彼
の
時
代
の
宗
教
の
状
況
を
念
頭
に
置
き
、
あ
る
程
度
、
そ
れ
を
意
識

し
て
訳
語
を
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
月
日
を
重
ん
じ
な
い
」。

１８４

　

こ
れ
は
、「
日
を
重
ん
じ
な
い
」
の
誤
り
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
二
九
四
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
、「
救
済
に
与
す
る
た
め
に
」。

１８５

　

原
文
は
、to

th
e
o
b
tain
in
g
o
f
salvatio

n

 
 
   
   
 
    
  
 
  
          
 

で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
、「
救
済
を
獲
得
す
る
た
め
に
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
八
行
、「opus

operatum

             

〔
外
観
の
み
の
仕
事
〕、
す
な
わ
ち
人
効
的
効
力
の
こ
と
で
あ
り
ま

１８６
し
て
、
信
仰
と
人
間
の
義
認
に
は
な
ん
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
」。

　

opus
operatu

            m  

は
、
直
訳
す
る
と
「
な
さ
れ
た
行
為
」
で
あ
り
、
田
中
訳
の
補
足
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
「
す
な
わ
ち
人
効
的
効
力
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
のopus

operatum

 
            

と
い
う
言
葉
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト

の
効
果
が
何
に
よ
る
か
と
い
う
神
学
的
問
題
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。o

p
u
s

 
 
 
 

に
過
去
分
詞
が
付
加
さ
れ
た
語
は
、
人
効
的
行
為

と
は
逆
の
事
効
的
行
為
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
の
〔
外
観
の
み
の
仕
事
〕
と
い
う
補
足
と
結
び
つ
く
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
行
路
社
版
、
二
四
〇
ペ
ー
ジ
に
付
し
た
訳
注
（　

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
次
に
、「
信
仰
と
人
間
の
義
認
に
は
な
ん
の
役
に

９３

も
立
ち
ま
せ
ん
」
の
箇
所
で
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
外
面
的
行
為
は
信
仰
と
分
離
さ
れ
る
と
論
じ
て
、
義
認
に
役
立
た
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
四
〇
ペ
ー
ジ
、「opus

operatum

             

す
な
わ
ち
外
面
的
行
為
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
も
の
は
信
仰

と
分
離
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
人
間
を
正
義
と
す
る
〔
義
認
す
る
〕
の
に
な
ん
ら
役
立
た
な
い
」。

（　

）
１８う
。
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（　

）　

同
章
同
節
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
こ
れ
に
つ
い
て
は
聖
ヤ
コ
ブ
の
…
」。

１８７

　

こ
の
節
に
お
い
て
も
田
中
訳
は
、
お
お
む
ね
高
野
元
訳
に
そ
く
し
な
が
ら
、「
が
」
を
「
は
」
に
変
え
る
な
ど
の
変
更
を
加
え
て
い

る
。「
こ
れ
に
つ
い
て
は
」
の
箇
所
は
、
高
野
元
訳
で
は
、「
こ
の
場
合
に
こ
そ
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
田
中
氏
が
変
更
し
た
箇
所

で
あ
る
。
原
語
はth

en

 
 
  

で
あ
る
。「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
は
そ
の
ま
ま
読
む
と
行
為
義
認
論
を
説
く
も
の
と
読
め
る
。
ル
タ
ー
は
、
信

仰
義
認
と
矛
盾
す
る
こ
の
書
簡
を
「
藁
の
書
簡
」
で
あ
る
と
し
て
、
聖
書
か
ら
除
外
し
よ
う
と
さ
え
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
内
面
で

の
義
が
外
面
的
な
義
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
行
為
は
、
実
際
、
救
済
に
貢
献
す
る
」
と
補
足
的
な
説
明
を
加
え
た
後
に
、「
ヤ

コ
ブ
の
手
紙
」
に
言
及
し
て
お
り
、「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
れ
に

つ
い
て
は
」
で
は
そ
の
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
行
路
社
版
二
四
〇
ペ
ー
ジ
で
は
、
高
野
元
訳
の
ま
ま
「
こ
の
場
合
に
こ
そ
」
と

訳
し
た
。
行
路
社
版
の
同
じ
箇
所
の
、「
内
面
的
な
義
が
外
面
的
な
義
…
」
の
「
義
」
と
い
う
訳
語
は
、
高
野
元
訳
で
も
田
中
訳
で
も

「
正
し
さ
」
と
な
っ
て
い
た
。
原
語
がrig

h
teo
u
sn
ess

 
  
 
   
 
  
   

で
あ
り
、
上
述
の
事
情
も
あ
る
の
で
、
行
路
社
版
で
変
更
し
た
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
二
九
八
ペ
ー
ジ
五
行
、「
与
え
た
」。

１８８

　

こ
の
箇
所
は
過
去
形
で
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
与
え
る
」。
同
様
の
箇
所
が
他
に
も
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
二
九
九
ペ
ー
ジ
一
行
、「
わ
た
く
し
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
行
動
を
…
こ
と
と
み
な
す
の
で
あ
り
ま
す
」。

１８９

　

だ
れ
が
「
み
な
す
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
路
社
版
、
二
四
一
ペ
ー
ジ
、「
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か
ら
の
行
為
を
法
に
順
応
さ
せ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
、
自
然
法
の
許
す
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
自
然
法
の
命
ず
る
こ
と
を
行
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
四
節
、
三
〇
一
ペ
ー
ジ
八
行
。
第
一
四
節
全
体
。

１９０

　

こ
の
節
に
つ
い
て
は
、
高
野
元
訳
が
欠
落
し
て
い
て
、
比
較
が
で
き
な
か
っ
た
。
全
体
と
し
て
田
中
訳
は
分
か
り
に
く
く
感
じ
ら

れ
た
。
行
路
社
版
、
二
四
三
〜
四
ペ
ー
ジ
を
掲
げ
る
の
で
、
比
較
対
照
さ
れ
た
い
。「
そ
れ
ゆ
え
、
神
と
人
間
と
の
双
方
に
服
従
す
る
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と
い
う
難
問
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト

の
信
仰
を
受
け
入
れ
た
人
が
、
そ
れ
以
前
に
異
教
徒
の
権
威
に
服
従
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
人
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
受
け
入
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
上
の
問
題
に
お
い
て
服
従
を
免
除
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
服
従
の

信
約
は
生
命
の
保
存
の
た
め
に
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
が
異
教
徒
の
命
令
に
服
従
す
る
よ
り
は
、
抵
抗
す
る
こ
と
な
く

甘
ん
じ
て
自
分
の
生
命
を
捨
て
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
過
酷
な
状
況
に
お
い
て
は
そ
の
人
は
十
分
に
〔
義
務
を
果
た
し
〕

服
従
を
免
除
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
契
約
も
努
力
す
る
こ
と
以
上
に

拘
束
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
を
す
れ
ば
即
座
に
死
ぬ
と
確
信
し
て
い
る
場
合
に
は
、
人
は
正
当
な
義
務
で
は
あ
っ
て
も

そ
れ
を
履
行
す
る
と
は
み
ず
か
ら
確
言
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
永
遠
の
呪
い
を
受
け

る
と
胸
中
信
じ
て
い
る
こ
と
を
人
が
履
行
す
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
以
上
で
、
自
分
自
身
で
神
の
法

を
解
釈
す
る
人
々
に
お
け
る
、
人
間
の
作
っ
た
法
へ
の
服
従
に
関
し
て
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
良
心
の
疑
念
に
つ
い
て
は
十
分
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
権
的
権
威
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
な
い
人
々
に
自
分
た
ち
の
論
争
に
つ
い
て
の
解
決
を

委
ね
る
人
々
か
ら
上
述
と
同
様
の
疑
念
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
」。

　
（　

）　

第
七
章
第
四
節
、
三
〇
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
…
モ
ー
セ
は
…
神
の
任
命
に
も
と
づ
き
、
…
一
二
名
の
子
た
ち
を
各
部
族

１９１
の
長
と
し
て
選
ば
れ
ま
し
た
」。

　

モ
ー
セ
が
主
語
な
の
で
あ
る
。「
選
ば
れ
ま
し
た
」
と
い
う
敬
語
は
お
か
し
い
。
一
二
名
と
い
う
表
記
法
が
、
三
〇
九
ペ
ー
ジ
二
行

目
の
十
二
使
徒
と
混
在
し
て
い
る
（
三
〇
九
ペ
ー
ジ
で
は
同
じ
行
で
混
在
し
て
い
る
）。「
子
た
ち
」
は
、
原
語
がm

en

 
  

で
あ
り
、
誤

訳
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
三
一
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
キ
リ
ス
ト
が
肉
体
を
と
も
な
っ
て
き
た
奥
義
」。

１９２
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原
文
は
、m

ystery
o
f
C
h
rist
co
m
e
in
th
e
flesh

 

      
  
   
 
       
 
    
   
       

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
主
語
がm

yster

 
     y  

で
あ
る
の
に
対
し
、
動
詞
はco

m
e

 
 
 
 

と
い
う
原
形
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
定
法
現
在
で
、
こ
の
場
合
は
未
来
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
五
〇
ペ
ー
ジ
、「
キ
リ
ス
ト
の 
奥
義 
が
肉
体
を
も
っ
て
く
る
」。

ミ
ス
テ
リ
ー

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
一
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
以
下
、「
聖
パ
ウ
ロ
は
テ
ト
ス
に
た
い
し
て
ク
レ
タ
島
に
お
い
て
長
老
を
任
命
し
、

１９３
や
り
か
け
の
仕
事
を
片
づ
け
る
権
限
を
与
え
ま
し
た
…
私
が
あ
な
た
を
ク
レ
タ
島
に
残
し
て
き
た
の
は
、
そ
こ
で
や
り
残
し
て
き
た

あ
る
事
柄
を
整
理
し
て
も
ら
い
…
」。

　

こ
の
訳
語
は
お
そ
ら
く
新
共
同
訳
聖
書
を
参
照
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
田
中
訳
の
「
や
り
か
け
の
仕
事
を
片
づ
け

る
」
の
部
分
は
、
原
文
で
はred

ress
th
in
g
s
th
at
w
ere
am
iss

 
 
 
  
     
  
 
    
    
   
   
   

で
あ
り
、
田
中
訳
は
こ
の
原
文
か
ら
離
れ
て
い
る
。
続
い
て
、

「
テ
ト
ス
へ
の
手
紙
」
の
引
用
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
引
用
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
欽
定
訳
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
五

〇
ペ
ー
ジ
、「
聖
パ
ウ
ロ
は
、
テ
ト
ス
に
対
し
て
ク
レ
テ
に
お
い
て
長
老
を
任
命
し
、
誤
っ
た
こ
と
が
ら
を
た
だ
す
権
限
を
与
え
た
。

…
わ
た
し
が
あ
な
た
を
ク
レ
テ
に
お
い
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
残
し
て
あ
る
こ
と
が
ら
を
た
だ
し
て
も
ら
い
、
…
」。（　

）
で
述
べ

１８３

た
の
と
同
じ
事
情
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
一
二
ペ
ー
ジ
五
行
、「
…
長
老
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
、
祭
司
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

１９４
し
た
」。

　

「
長
老
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
」
と
「
祭
司
の
名
称
で
…
」
と
の
間
に
脱
落
が
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
、「
主
教
と

い
う
語
が
長
老
た
ち
を
統
治
す
る
長
老
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
、
他
の
長
老
た
ち
は
長
老
と
同
じ
意
味
を
も
つ
司
祭

（
プ
リ
ー
ス
ト
）
と
い
う
名
辞
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
プ
リ
ー
ス
ト
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
行
路
社
版
訳
注
（　

）
を
参
照

１０２

さ
れ
た
い
。
な
お
、
田
中
訳
の
「
祭
司
」
と
い
う
訳
語
は
、
高
野
元
訳
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
司
祭
の
方
が
一
般
的
だ
と
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考
え
る
。

　
（　

）　

同
章
第
九
節
、
三
一
四
ペ
ー
ジ
、「
天
の
王
国
を
種
ま
き
の
場
と
み
な
す
た
と
え
話
」。

１９５

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
行
路
社
版
、
二
五
三
ペ
ー
ジ
、「
天
の
王
国
を
種
に
た
と
え
た
た
と
え
話
（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
一
三

章
三
節
）」
の
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
の
引
照
箇
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
間
違
い
は
生
じ
な
い

は
ず
で
あ
る
。
続
け
て
、
パ
ン
種
に
た
と
え
た
話
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
れ
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
間
違
い
が
生
じ
る

理
由
が
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、（　

）
で
、
私
が
「
天
の
王
国
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
い
た
が
、
田
中

１７９

訳
は
、「
天
の
国
」
と
「
天
の
王
国
」
と
い
う
訳
語
を
混
在
さ
せ
て
い
る
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
一
五
ペ
ー
ジ
八
行
、「
聖
ペ
ト
ロ
が
身
を
守
ろ
う
と
し
て
剣
を
抜
い
た
の
ち
に
」。

１９６

　

高
野
元
訳
は
、「
聖
ペ
テ
ロ
が
身
を
守
ろ
う
と
し
て
そ
の
剣
を
抜
い
た
の
ち
に
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
れ
を

継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
二
五
三
ペ
ー
ジ
、「
聖
ペ
ト
ロ
が
救
い
主
を
守
ろ
う
と
し
て
そ
の
剣
を
抜
い
た
後
に
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
一
節
、
三
一
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
な
ん
ら
か
の
権
力
に
よ
る
」。

１９７

　

高
野
元
訳
も
、「
な
ん
ら
か
の
権
力
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
強
く
、「
い
か
な
る
権
力
」
と

訳
す
べ
き
だ
と
思
う
。
行
路
社
版
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
一
九
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
代
理
す
る
存
在
─
神
的
な
ま
た
人
的
な
存
在
─
を
通
し
て
」。

１９８

　

こ
の
、「
─
神
的
な
ま
た
人
的
な
存
在
─
」
と
い
う
訳
語
が
、
原
文
の
ど
こ
を
訳
し
た
も
の
か
、
ま
た
何
を
意
味
す
る
か
、
分
か
ら

な
か
っ
た
。

　
（　

）　

第
八
章
第
二
節
、
三
二
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
国
家
に
よ
り
起
こ
っ
た
逮
捕
や
…
」。

１９９

　

「
国
家
に
よ
り
起
こ
っ
た
」
と
い
う
訳
語
が
原
文
の
何
を
訳
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
行
路
社
版
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
、「
困
窮
の
最
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中
で
の
逮
捕
や
投
獄
の
恐
怖
」。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
、
三
二
四
ペ
ー
ジ
七
行
、「（
国
の
組
織
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
）
…
」。

２００

　

原
文
は
、if

th
e
h
ard
est
co
n
stru
ctio
n
sh
o
u
ld
b

 
    
   
   
      
 
    
    
 
   
 
 
  
  

e
m
ad
e
th
ereo
f

   
  
    
   
 
 

で
あ
る
。
こ
の
節
で
も
田
中
訳
は
、
ほ
ぼ
高
野
元
訳
に

し
た
が
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
部
分
だ
け
訳
を
変
更
し
た
の
か
不
可
解
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
英
文
を
田
中
訳
の
よ
う
に
訳
す
こ

と
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
。
行
路
社
版
、
二
六
〇
ペ
ー
ジ
、「
も
っ
と
も
厳
密
に
論
を
立
て
る
と
す
る
な
ら
ば
」。
田
中
訳
は
、
こ
の

部
分
で
間
違
え
た
た
め
に
、
こ
の
文
章
の
趣
旨
全
体
を
取
り
違
え
て
い
る
。
行
路
社
版
と
比
較
さ
れ
た
い
。

　
（　

）　

同
章
第
四
節
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
彼
が
そ
れ
を
行
わ
な
い
の
は
合
法
的
で
は
な
い
と
考
え
る
行
為
を
お
こ
な
わ

２０１
な
い
と
い
う
主
張
」。

　

こ
の
訳
文
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
良
心
に
お
い
て
そ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
行
為
を
、
主
権

者
の
禁
止
命
令
に
反
し
て
行
う
こ
と
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
叛
乱
を
引
き
起
こ
す
主
張
と
し
て
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
田
中
訳

は
「
と
い
う
主
張
」
の
前
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
葉
を
脱
落
さ
せ
て
い
て
、
何
が
問
題
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
六

〇
〜
一
ペ
ー
ジ
、「
か
れ
が
そ
れ
を
行
わ
な
い
の
は
合
法
的
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
行
為
は
い
か
な
る
行
為
で
あ
れ
、
そ
れ
を
行
わ

な
い
こ
と
は
合
法
的
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
」。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
以
下
、「
か
れ
ら
〔
臣
民
〕
が
あ
る
人
も
し
く
は
人
々
か
ら
の
命
令
を
受
け
、
さ
ら

２０２
に
他
の
人
び
と
か
ら
そ
の
命
令
に
た
い
す
る
中
止
命
令
を
受
け
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
さ
い
に
、
か
れ
ら
が
主
権
は
分
割
さ
れ
う

る
と
考
え
て
い
る
ば
あ
い
で
あ
り
ま
す
」。

　

高
野
元
訳
を
ま
ず
掲
げ
る
。「
か
れ
ら
が
、
あ
る
人
も
し
く
は
人
び
と
か
ら
命
令
を
受
け
、
さ
ら
に
、
他
の
人
び
と
か
ら
そ
の
命
令

に
対
す
る
中
止
命
令
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
さ
い
に
、
か
れ
ら
が
、
主
権
が
分
割
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
で
も
い
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う
よ
う
に
、〔
双
方
の
〕
権
威
は
等
し
い
、
と
考
え
て
い
る
ば
あ
い
で
あ
る
」。
こ
の
二
つ
の
訳
文
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
疑
問
は
、
田
中
訳
が
、「〔
双
方
の
〕
権
威
は
等
し
い
」
と
い
う
部
分
を
な
ぜ
記
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

行
路
社
版
で
は
、
訳
文
を
少
し
変
更
し
た
。
二
六
一
ペ
ー
ジ
、「
か
れ
ら
が
あ
る
人
も
し
く
は
人
々
か
ら
命
令
を
受
け
、
さ
ら
に
他
の

人
々
か
ら
そ
の
命
令
に
対
す
る
停
止
令
状

機

機

機

機

（supersedeas

           
）
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
際
に
、
か
れ
ら
が
、
主
権
的
権

力
が
分
割
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
で
も
い
う
よ
う
に
、〔
ど
ち
ら
の
〕
権
威
も
等
し
い
〔
の
で
、
停
止
令
状
に
し
た
が
っ
て
も
よ

い
〕
と
考
え
て
い
る
場
合
で
あ
る
」。
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
下
位
為
政
者
＝in

ferio
r
m
ag
istrate

 
 
     
   
  
       

の
抵
抗
権
理
論
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
と
考
え
、
行
路
社
版
、
訳
注
（　

）
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
そ
の
訳
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

１０９

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
三
二
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
四
行
、「
公
の
座
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す
」。

２０３

　

原
文
は
、tau

g
h
t
in
p
u
b
lic
ch
airs

 
  
 
 
    
  
 
 
      
    

で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
を
高
野
元
訳
通
り
、「
教
え
ら
れ
て
い
る
」
と
訳
し
て
い
け
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
二
六
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
ま
ず
第
一
に
、
な
に
を
な
し
、
な
に
を
な
さ
な
い
か
を
決
め
る
ば
あ
い
、
良
心

２０４
の
判
断
な
ど
は
外
し
て
、
律
法
の
立
場
か
ら
結
論
を
出
す
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
箇
所
は
、
第
四
節
で
、
叛
乱
を
惹
起
す
る
六
種
類
の
主
張
を
挙
げ
、
そ
の
第
一
の
主
張
を
論
駁
す
る
と
い
う
脈
絡
の
も
の
で

あ
る
。
問
題
は
、
原
文
に
お
そ
ら
く
過
ち
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
訳
す
と
意
味
が
通
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。A

n
d
fo
r
th
e

 
 
 
   
    
  

first,
n
am
ely,
th
at
a
m
an
m
ay
law
fu
l

        
  
       
      
  
  
      
  
 ly

d
o
o
r
o
m
it
an
y
th
in
g
ag
ain
st
h
is

    
 
  
   
 
     
    
  
 
   
   
    
   co

n
scien

ce

  
 
     
  

と
い
う
文
章
な
の
で
あ
る
が
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、m

ay

 

  

の
後
にn

o
t

 
 
 

が
な
い
と
、
第
四
節
と
も
こ
の
第
五
節
の
後
半
と
も
整
合
し
な
い
。
数
種
類
の
テ
キ
ス

ト
を
参
照
し
た
が
、n

o
t

 
 
 

は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
訳
の
「
良
心
の
判
断
な
ど
は
外
し
て
」
と
い
う
訳
文
も

テ
キ
ス
ト
に
し
た
が
え
ば
間
違
い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
、
行
路
社
版
、
二
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六
〇
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ま
ず
、
そ
の
第
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
な
に
ご
と
を
行
い
、
あ
る
い
は
行
わ
な
い
に
し
て
も
、
み
ず
か
ら
の

良
心
に
反
し
た
こ
と
は
す
べ
て
合
法
的
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
見
─
─
宗
教
と
教
会
統
治
と
を
め
ぐ
る
暴
動
は
す
べ
て
こ
の
意

見
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
─
─
に
つ
い
て
述
べ
る
…
」
と
訳
し
た
。
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
読
者
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
。

ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
にn

o
t

 
 
 

が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
行
路
社
版
の
訳
注
で
本
来
は
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。

訳
者
の
こ
の
不
注
意
に
つ
い
て
行
路
社
版
『
法
の
原
理
』
の
読
者
に
こ
こ
で
お
詫
び
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
田
中
訳
の
、
後
半
部
分
、

「
律
法
の
立
場
か
ら
結
論
を
出
す
」
と
い
う
訳
語
は
、
上
記
原
文
の
ど
の
箇
所
を
訳
し
た
も
の
か
分
か
ら
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
六
節
、
三
二
九
ペ
ー
ジ
一
行
、「
事
実
上
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
権
力
の
総
体
で
あ
り
」。

２０５

　

行
路
社
版
、
二
六
三
ペ
ー
ジ
、「
事
実
上
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
権
力
の
総
体
で
あ
る
権
力
」
が
正
し
い
。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
一
行
、「
結
果
的
に
は
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
こ
と
が
ら
の
結
果
は
…
」。

２０６

　

行
路
社
版
、
二
六
四
ペ
ー
ジ
、「
論
理
的
帰
結
に
よ
っ
て
そ
れ
と
対
立
す
る
約
束
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

あ
る
こ
と
が
ら
の
帰
結
は
…
」。
こ
の
箇
所
は
、
第
一
部
第
一
三
章
第
九
節
を
受
け
て
い
る
。
田
中
訳
の
、「
あ
る
こ
と
が
ら
の
結
果

は
…
」
と
い
う
訳
は
、
高
野
元
訳
の
「
あ
る
こ
と
が
ら
の
結
果
は
」
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
（　

）　

同
章
第
一
二
節
、
三
三
四
ペ
ー
ジ
三
行
、「
み
ず
か
ら
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」。

２０７

　

「
み
ず
か
ら
に
不
満
を
持
つ
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
能
力
の
不
足
を
か
こ
つ
と
い
っ
た
意
味
に
取
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
叛
乱
を

引
き
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
路
社
版
、
二
六
七
ペ
ー
ジ
、「
み
ず
か
ら
不
満
を
抱
い
て
い
る
こ
と
」。

　
（　

）　

同
章
第
一
五
節
、
三
三
九
ペ
ー
ジ
七
行
、「〔
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
『
メ
デ
ィ
ア
』〕

２０８

　

こ
の
補
足
は
、
ペ
リ
ア
ス
の
娘
た
ち
が
メ
デ
ィ
ア
に
騙
さ
れ
て
、
父
ペ
リ
ア
ス
を
殺
害
し
た
話
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
エ
ウ
リ

ピ
デ
ス
の
『
メ
デ
ィ
ア
』
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
主
人
公
と
す
る
も
の
で
、
メ
デ
ィ
ア
が
そ
そ
の
か
し
て
実
の
娘
に
よ
っ
て
ペ
リ
ア
ス
を
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殺
さ
せ
た
話
も
少
し
出
て
く
る
が
、
本
節
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
具
体
的
な
話
は
出
て
こ
な
い
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
「
メ

デ
ィ
ア
」
中
村
善
也
訳
『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集
Ⅲ
』（
人
文
書
院
、
一
九
六
〇
年
）、
八
九
ペ
ー
ジ
。
典
拠
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
行

路
社
版
、
二
七
〇
ペ
ー
ジ
に
付
し
た
訳
注
（　

）
に
記
し
た
よ
う
に
、
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
高
津
春
繁
訳
（
岩
波

１１６

文
庫
）、
六
五
ペ
ー
ジ
以
下
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
（　

）　

第
九
章
各
節
要
約
、
三
四
〇
ペ
ー
ジ
一
行
、「
一　

主
権
者
に
よ
る
法
的
措
置
は
民
衆
の
福
祉
を
図
る
こ
と
で
あ
る
」。

２０９

　

原
文
は
、T

h
e
law
o
ver
so
vereig

n
s,
salu
s
p
o
u
li

 
 
     
  
      
    
  
 
       
   
 
 
  

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
主
権
者
が
守
る
べ
き
法
を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ

る
。
行
路
社
版
、
二
七
一
ペ
ー
ジ
、「
一
、
主
権
者
に
対
す
る
法
。
人
民
の
福
祉
（salus

populi

            
）」。

　
（　

）　

同
章
各
節
要
約
、
三
四
〇
ペ
ー
ジ
四
行
、「
一
親
等
以
内
の
血
縁
の
結
婚
」。

２１０

　

「
一　

は
じ
め
」
で
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
。
高
野
元
訳
は
、「
一
定
親
等
内
の
血
縁
の
結
婚
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら

「
定
」
の
字
を
削
除
し
た
こ
と
に
な
る
が
、「
一
親
等
以
内
の
血
縁
の
結
婚
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
要

約
だ
け
で
は
な
く
、
三
四
三
ペ
ー
ジ
で
も
、「
一
親
等
以
内
の
血
縁
・
姻
戚
関
係
で
の
結
婚
」
の
禁
止
と
い
う
訳
語
が
出
て
く
る
。
そ

れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
不
可
解
で
あ
る
。

　
（　

）　

同
章
各
節
要
約
、
三
四
〇
ペ
ー
ジ
後
ろ
五
行
、「
人
び
と
に
か
か
っ
た
費
用
に
応
じ
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
へ
負
担
を
課
す
こ

２１１
と
」。

　

ま
ず
、
行
路
社
版
、
二
七
一
ペ
ー
ジ
の
訳
語
を
掲
げ
る
。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
負
担
を
人
々
の
出
費
に
応
じ
て
課
す
こ
と
」。
つ

ま
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
税
金
の
掛
け
方
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
田
中
訳
は
何
の
こ
と
な
の
か
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。

　
（　

）　

同
章
第
一
節
、
三
四
二
ペ
ー
ジ
、「
主
権
を
有
す
る
人
び
と
の
法
的
措
置
」。

２１２

　

（　

）
で
述
べ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
、「
主
権
的
権
力
を
有
す
る
人
々
に
対
す
る
法
」。

２０９
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（　

）　

同
章
同
節
、
三
四
二
ペ
ー
ジ
五
行
、「
民
衆
の
福
祉
は
至
高
の
法

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
い
う
一
語
」。

２１３

　

原
文
は
、salus

populi
suprem

a
le

 
                  
    x  
で
あ
る
。
屁
理
屈
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
句
は
一
語
で
は
な
い
。
高
野
元
訳
は
、「
民
衆
の

機

機

機

福
祉
は
至
高
の
法

機

機

機

機

機

機

機

（salus
populi

suprem
e
le

                   
    x  
）
と
い
う
一
句
に
つ
き
る
」
で
あ
っ
た
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
三
四
六
ペ
ー
ジ
四
行
、「
自
分
の
必
需
品
の
た
め
に
支
払
い
を
す
る
」。

２１４

　

高
野
元
訳
は
、「
自
分
の
必
需
品
の
た
め
の
支
払
い
を
す
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
課
税
方
式
と
し
て
、
い
わ
ば
消
費

税
の
よ
う
な
も
の
が
最
良
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。「
必
需
品
」
と
訳
し
た
原
語
はp

ro
visio
n

 
  
     
 

で
あ
る
。
こ
の
語
に

は
「
必
需
品
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
必
需
品
に
そ
れ
ほ
ど
人
に
よ
る
差
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
各
人

が
み
ず
か
ら
消
費
す
る
も
の
に
応
じ
て
」
税
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
考
え
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
、
行

路
社
版
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
で
は
、「
食
料
」
と
い
う
訳
語
を
使
用
し
た
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
四
六
ペ
ー
ジ
七
行
、「
と
い
い
ま
す
の
は
、
自
分
は
過
大
な
負
担
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
に
…
隣
人
の
負
担

２１５
が
少
な
い
こ
と
に
侮
辱
を
感
じ
る
…
」。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
隣
人
が
侮
辱
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
隣
人
の
負
担
が
少
な
い
こ
と
に
侮
辱
を
感
じ
る
」
と
は
語
っ
て
い

な
い
。
行
路
社
版
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
、「
と
い
う
の
は
、
自
分
は
過
大
な
負
担
を
負
わ
さ
れ
た
と
思
い
、
そ
の
上
自
分
が
ね
た
ま
し
く

思
う
隣
人
た
ち
が
、
そ
の
こ
と
に
も
と
づ
い
て
自
分
を
侮
辱
す
る
と
思
う
…
」。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
三
四
七
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
か
れ
ら
が
、
現
在
仕
え
て
い
る
人
び
と
」。

２１６

　

こ
の
文
章
を
普
通
に
読
む
と
、「
仕
え
て
い
る
」
の
主
語
も
「
彼
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と

意
味
が
不
明
に
な
る
。
原
文
は
、su

ch
as
are
em
p
lo
yed

 
 
  
       
   
 
  
   

で
あ
り
、
受
動
形
は
受
動
形
と
し
て
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現

在
公
職
に
任
用
さ
れ
て
い
る
人
び
と
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
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（　

）　

同
章
同
節
、
三
四
八
ペ
ー
ジ
二
行
、「
仕
え
て
い
る
者
が
〔
思
い
上
が
っ
た
〕
行
為
を
す
る
と
き
」。

２１７

　

こ
れ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
テ
キ
ス
ト
の
ど
の
箇
所
の
翻
訳
で
あ
る
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。
高
野
元
訳
は
、「
以
上
と
は
逆
の
〔
思
い
上

が
っ
た
〕
行
い
」
で
あ
り
、
こ
の
や
や
意
味
不
明
な
訳
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の

は
、
公
職
に
任
用
さ
れ
て
い
な
い
人
々
が
、
い
わ
ゆ
る
寵
臣
に
対
し
て
嫉
妬
を
抱
く
可
能
性
だ
と
考
え
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
と
チ

ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
寵
臣
で
暗
殺
さ
れ
た
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
や
、
こ
の
『
法
の
原
理
』
執
筆
の
後
の
こ
と
で
あ
る
が
長
期
議
会
の
初
め
に

私
権
を
剥
奪
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
の
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
確
な
翻
訳

が
必
要
な
箇
所
で
あ
ろ
う
。

　
（　

）　

同
章
第
八
節
、
三
四
八
ペ
ー
ジ
七
行
、「
人
び
と
が
そ
の
良
心
〔
の
名
〕
に
よ
っ
て
反
逆
的
な
行
動
を
正
当
化
し
た
り
…
」。

２１８

　

原
文
に
は
、th

e
ro
o
tin
g
o
u
t
fro
m
th
e
co
n
scien

ces

 
 
    
 
   
 
  
 
     
 
   
    
 
     
   

o
f
m
en
all
th
o
se
o
p
in
io
n
s

  
   
  
       
 
    
 
  
  
 
 

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
し
た
が

っ
て
、
田
中
訳
の
一
部
分
は
原
文
と
は
ほ
ぼ
逆
の
訳
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
路
社
版
、
二
七
七
ペ
ー
ジ
、「
人
々
の
良
心
か
ら
叛

逆
的
な
行
為
を
正
当
化
し
、
そ
う
し
た
行
為
に
権
利
の
口
実
を
与
え
る
一
切
の
意
見
を
根
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
」。

　
（　

）　

第
一
〇
章
第
二
節
、
三
五
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
二
行
、「
他
人
の
意
志
を
尊
重
し
…
」。

２１９

　

確
か
に
、resp

ecteth

 
 
  
      

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、「
関
連
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
行
路
社

版
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
。「
あ
る
人
間
に
と
っ
て
法
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
他
の
人
間
の
意
志
と
そ
の
宣
言
と
に
関
連
し
て
い
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
三
節
後
ろ
三
行
、
三
五
三
ペ
ー
ジ
後
ろ
三
行
、「
そ
の
命
令
」。

２２０

　

田
中
訳
の
ま
ま
で
も
分
か
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
脈
上
、「
そ
の
人
の
命
令
」
と
し
た
方
が
分
か
り
や
す
い
。

　
（　

）　

同
章
第
五
節
、
三
五
五
ペ
ー
ジ
後
ろ
六
行
、「
市
民
法
は
、
自
然
法
あ
る
い
は
神
法
に
反
し
た
こ
と
が
ら
を
権
利

機

機

に
も
と
づ

２２１
い
て
押
し
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
」。
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微
妙
な
誤
訳
と
考
え
る
。
行
路
社
版
、
二
八
二
ペ
ー
ジ
、「 
国
家
の 
法
は
、
神
法
も
し
く
は
自
然
法
に
反
し
た
こ
と
が
ら
を
権
利
に

機

機

機

シ
ヴ
ィ
ル

も
と
づ
い
て

機

機

機

機

機

（　jure

    
）
な
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
傍
点
の
付
し
方
に
も
訳
者
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。

　
（　

）　

同
章
同
節
、
三
五
六
ペ
ー
ジ
九
行
、「
権
利

機

機

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
…
い
ず
れ
も
神
授
の
権
利

機

機

機

機

機

２２２
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
し
、
政
治
的
権
利

機

機

機

機

機

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
と
も
い
え
ま
せ
ん
」。

　

こ
の
訳
文
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
。「
権
利

機

機

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
」
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
神
授

の
権
利
に
も
政
治
的
権
利
に
も
も
と
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
い
ず
れ
も
」
が
原
文
お
よ
び
田
中
訳
の
何
を
受
け
て

い
る
か
も
不
明
で
あ
る
。
行
路
社
版
、
二
八
二
〜
三
ペ
ー
ジ
、「
権
利
に
も
と
づ
い
て

機

機

機

機

機

機

機

機

（　jure

    
）
な
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、

…
同
時
に
政
治
的
権
利
に
も
と
づ
い
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

（　jure
civil

          i  
）
い
る
も
の
以
外
の
い
か
な
る
こ
と
が
ら
も
、
神
授
の
権
利
に
も
と
づ
い
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

（　jure
divin

          o  
）
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」。

　
（　

）　

同
章
第
七
節
、
三
五
八
ペ
ー
ジ
三
行
の
訳
注
、「
※
「『
イ
エ
ス
こ
と
メ
シ
ア
』
の
告
白
に
表
れ
る
イ
エ
ス
の
神
性
の
こ
と
」。

２２３

　

こ
れ
は
、「
救
い
主
の
神
性
」
に
つ
い
て
田
中
氏
が
付
し
た
訳
注
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
一　

は
じ
め
」
で
も
言
及
し
た

が
、
初
め
て
目
に
し
た
と
き
は
驚
い
た
。
あ
る
い
は
、「
イ
エ
ス
こ
そ
メ
シ
ア
」
の
誤
記
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
イ
エ
ス
は

メ
シ
ア
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
何
ら
イ
エ
ス
の
神
性
に
つ
い
て
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
イ
エ
ス
な

り
キ
リ
ス
ト
な
り
の
「
神
性
」
と
は
何
か
を
短
い
訳
注
で
述
べ
る
能
力
も
勇
気
も
私
に
は
な
い
。「
天
使
も
恐
れ
て
足
を
踏
み
入
れ
ぬ

と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
中
学
生
で
あ
っ
た
私
に
諭
し
た
神
父
の
教
え
を
守
り
、
三
位
一
体
や
こ
の
種
の
問
題
は
考
え
な
い
こ
と
に
し
て

い
る
。

　
（　

）　

同
章
第
一
〇
節
、
三
六
二
ペ
ー
ジ
後
ろ
七
行
、「
先
例
が
法
と
さ
れ
る
の
は
、
先
例
は
も
と
も
と
理
性
に
か
な
っ
た
も
の
で

２２４
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あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。

　

原
文
に
は
、o

n
ly

 
 
  

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
るb

u
t

 
 
 

が
つ
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
野
元
訳
は
、「
先
例

が
法
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
元
来
理
性
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
想
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
た
。

田
中
訳
も
同
じ
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
。
行
路
社
版
、
二
八
七
ペ
ー
ジ
、「
先
例
が
法
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
元
来
理
性
に
か
な
っ

た
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
訳
語
の
問
題
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
曹
に
対
す

る
批
判
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
行
路
社
版
、
訳
注
（　

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

１２０

５　

終
わ
り
に

　

本
当
に
思
う
存
分
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
い
て
き
た
。
実
は
他
に
も
い
く
ら
で
も
あ
る
の
だ
が
、
限
が
な
い
。
こ
の
書
評
を
執
筆
し

よ
う
と
し
て
い
た
時
、
私
自
身
の
翻
訳
『
法
の
原
理
』（
行
路
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
第
二
校
が
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
途
中

ま
で
は
、
私
の
翻
訳
の
校
正
と
こ
の
書
評
執
筆
を
並
行
し
て
進
め
た
。
結
果
と
し
て
、
自
分
の
翻
訳
に
か
な
り
の
数
の
間
違
い
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
間
違
い
は
、
聖
書
の
各
篇
の
タ
イ
ト
ル
の
表
記
が
協
会
訳
よ
る
場
合
と
新
共
同
訳
に
よ
る
場
合
の
二
つ
の

間
で
揺
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
形
式
的
な
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
間
違
い
は
間
違
い
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
教
示
し
て
く
れ
た

田
中
訳
に
素
直
に
感
謝
し
た
い
。「
一　

は
じ
め
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
章
は
、
数
学
の
証
明
あ
る
い
は
連
立
方
程
式

の
羅
列
の
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
。
今
回
、
こ
の
書
評
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
検
算
を
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
田
中

氏
の
翻
訳
の
誤
り
を
指
摘
す
る
と
い
う
視
点
で
、
田
中
訳
と
行
路
社
版
を
読
み
直
し
た
。
完
璧
に
正
確
な
翻
訳
な
ど
あ
り
え
な
い
こ

と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
思
い
を
あ
ら
た
め
て
強
く
し
た
。
し
か
し
、
い
わ
ば
論
争
を
私
の
方
か
ら
仕
掛
け
た
の
で
あ
り
、
私

が
初
め
か
ら
み
ず
か
ら
の
誤
謬
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
の
で
は
、
論
争
は
成
立
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
か
な
り
強
い
調
子
で
田
中
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訳
を
批
判
し
、
み
ず
か
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
も
と
よ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
章
と
い
う
連
立
方
程
式
の
私
の
解
が
誤
っ
て
い
る

可
能
性
は
あ
る
。
読
者
諸
賢
に
よ
る
ご
批
判
を
賜
り
た
い
。

　

こ
の
書
評
を
書
き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
思
っ
た
。
一
つ
に
は
、
英
語
文
法
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
た
。
ホ
ッ

ブ
ズ
は
、
こ
の
『
法
の
原
理
』
に
お
い
て
、
仮
定
法
現
在
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
自
然
法
を
述
べ
る
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
仮
定
法

現
在
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、「
…
べ
き
で
あ
る
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、（　

）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
定
か
で
は

１９２

な
い
未
来
の
こ
と
を
述
べ
る
場
合
も
あ
り
、
祈
願
の
意
味
も
あ
る
。
始
め
て
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
翻
訳
を
河
出
書
房
新
社
版
で

読
ん
だ
時
、to

say
in
o
u
r
p
rayer,

 
 
       
  
 
   
       “  T

h
y
K
in
g
d
o
m
C
o
m
e

 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 ”  

が
、「
わ
れ
わ
れ
が
主
の
い
の
り
に
お
い
て
、
あ
な
た
の
王
国
が

き
た
と
い
う 

訳
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
た
。
三
人
称
単
数
の
主
語
に
動
詞
の
原
型
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
祈
願

文
で
あ
る
。
神
の
国
が
す
で
に
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
祈
る
必
要
は
な
い
。
私
の
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
主
の
祈
り
で
は
、「
御
国
を
来
た
ら
せ
た
ま
え
」
と
い
う
訳
語
で
あ
っ
た
。
次
い
で
な
が
ら
、
以
前
、
あ
る
神
学
者
が
ジ
ョ
ン
・
ダ

ン
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
ソ
ネ
ッ
ト
の
一
節
、D

eath
b
e
n
o
t
p
ro
u
d

 

    
  
   
 
   
  
 
 

を
、「
死
と
い
う
も
の
は
、
誇
る
も
の
で
は
な
い
」
と
訳
し

て
い 

と
を
思
い
出
し
た
。
こ
の
場
合
は
命
令
文
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
中
野
好
夫
の
訳
と
思
わ
れ
る
「
死
よ
、
驕
る
な

か
れ
」
が
正
し
い
。
ま
た
、
指
摘
は
（　

）
に
留
め
た
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
三
人
称
の
主
語
に
対
し
てsh

all

 
 
   

を
用
い
る
こ
と
が
か
な

１４８

り
あ
る
。
場
合
に
よ
る
が
、
話
者
の
意
志
を
示
す
意
志
未
来
で
、
強
い
命
令
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ 

有
名
な
例
は
、
聖
書
の
十
戒
や
山
上
の
垂
訓
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
英
語
文
法
の
知
識
だ
け
で
は
、『
法
の
原
理
』
の
翻
訳
は
で
き
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
時
代

ま
で
の
西
欧
の
歴
史
、
イ
ギ
リ
ス
史
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
眼
前
に
し
て
い
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
実
に
対
す

る
知
識
等
々
が
必
須
で
あ
ろ
う
。
私
は
何
度
も
ホ
ッ
ブ
ズ
が
有
し
て
い
た
知
識
と
同
じ
だ
け
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、『
法
の
原
理
』
の

（　

）
１９」
と

（　

）
２０た
こ

（　

）
２１る
。
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翻
訳
を
行
う
資
格
は
な
い
と
考
え
、
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
な
っ
た
。
聖
書
の
知
識
に
つ

い
て
も
そ
う
で
あ
る
。『
法
の
原
理
』
第
二
部
第
五
章
第
六
節
に
、「
今
日
は
我
が
身

機

機

機

機

機

機

、
明
日
は
汝
が
身

機

機

機

機

機

機

（H
odie

m
ihi,
cras

tibi

 
      
              
）」

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
私
は
、
高
野
元
訳
の
段
階
で
は
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
は
関
係
の
な
い
言
葉
だ
と
思
っ
て
い
た
。
行

路
社
版
の
作
成
に
あ
た
っ
て
少
し
調
べ
て
見
る
と
、
旧
約
外
典
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
三
八
章
二
二
節
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
知

り
、
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
思
い
が
し 

西
欧
の
書
物
を
読
む
と
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
聖
書
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、
驚
く

こ
と
が
多
い
。

　

田
中
訳
『
法
の
原
理
』
に
は
、
田
中
氏
に
よ
る
「
解
説
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
評
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
そ
れ
に
も
一
言

し
て
お
き
た
い
。
田
中
氏
の
文
章
は
平
易
な
言
葉
で
書
か
れ
て
い
て
、
普
通
に
は
読
み
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
例
え

ば
冒
頭
の
、「
…
中
世
期
に
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
、
ボ
ダ
ン
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
政
治
学
者
が
い
た
」
と
い
う
箇
所
で
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま

う
。
田
中
氏
の
「
解
説
」
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
だ
す
と
、
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
誤
訳
の
指
摘
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
、
一

点
だ
け
に
限
定
す
る
。
田
中
氏
は
、
三
八
一
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
も
、『
自
然
状
態
』
は
も
と
も
と
は
『
平
和
状
態
』
に

あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
氏
は
、
岩
波
新
書
『
ホ
ッ
ブ
ズ　

リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
哲
学
者
』（
二
〇
一
六
年
）、
四
二
ペ
ー
ジ
で
も
、

「『
自
然
状
態
』
は
も
と
も
と
は
平
和
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、

田
中
氏
の
独
創
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
解
説
」
に
お
い
て
も
『
新
書
』
も
こ
の
見
解
の
根
拠
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

田
中
氏
の
ホ
ッ
ブ
ズ
に
関
す
る
主
著
、『
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
序
説
─
─
近
代
国
家
論
の
生
誕
─
─
』
を
繙
く
と
、
一
一
五
ペ
ー
ジ
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

「
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
そ
の
よ
う
な
『
生
き
る
権
利
』
を
自
然
権

機

機

機

と
呼
び
、
そ
れ
は
、
自
分
の
生
命
を
守
る
た
め
に
は
人
を
殺
し
て
さ

え
も
か
ま
わ
な
い
権
利
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
…
し
か
し
、
…
彼
の
自
然
権
を
、
他
の
人
々
に
対
す
る
攻
撃
専
用
の
力
で
あ
る

（　

）
２２た
。
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と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
各
人
に
よ
る
自
然
権
の
行
使
は
、
原
則
的
に
は

機

機

機

機

機

、
あ
く
ま
で
も
自
衛
の
た
め
の

機

機

機

機

機

機

力
の

行
使
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
力
は
、
生
き
る
た
め
に
だ
け
、
あ
る
い
は
危
機
的
例
外
状
態
に
の
み
局
限
さ
れ
る
と
考

え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
野
性
の
王
国 

猛
獣
た
ち
の
生
態
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
は
年
が
ら
年
中
、

他
の
小
動
物
を
襲
い
喰
い
殺
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
日
一
日
、
か
れ
及
び
そ
の
家
族
が
生
存
で
き
る
だ
け
の
量機

の
獲
物
を

襲
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
の
場
合
も
お
そ
ら
く
や
こ
う
し
た
生
活
を
基
本
と
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
…
」（
傍
点
マ
マ
）。

　

こ
の
文
章
の
末
尾
を
読
ん
で
、
田
中
氏
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
を
論
理
的
仮
説
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る

と
感
じ
た
。
そ
の
こ
と
を
立
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
同
書
一
四
四
ペ
ー
ジ
以
下
で
は
、
上
記
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
こ
と
を
述
べ
る
文

章
が
、「
人
間
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
自
分
の
生
命
は
自
分
の
力
だ
け
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
か
れ
は
い
う
。

…
お
そ
ら
く
、
人
間
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
述
べ
る
よ
う
に
原
始
時
代
に
は
」
と
い
う
言
葉
で
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、「
ロ
ッ
ク

の
自
然
状
態
は
平
和
状
態
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
は
戦
争
状
態
」
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
も
ロ
ッ
ク
も
そ
の
考
え
方
に
お

い
て
は
さ
ほ
ど
違
い
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
主
張
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
が
や
は
り
動
物
の
行
動
か
ら

の
類
推
な
の
で
あ
る
。
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。「
わ
れ
わ
れ
が
、『
野
性
の
王
国
』
を
み
る
と
き
、
ラ
イ
オ
ン
の
家
族

が
シ
マ
ウ
マ
の
集
団
に
襲
い
か
か
る
と
き
に
は
、
空
腹
時
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
他
の
動
物
に
襲
い
か
か
る
と
き
に
も
家
族
が
満
腹
に

な
る
に
必
要
な
か
ぎ
り
の
数
量
に
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
然
の
摂
理

機

機

機

機

機

な
の
で
あ
る
」（
傍
点
マ
マ
）。

　

同
じ
趣
旨
の
主
張
が
同
書
一
七
七
ペ
ー
ジ
以
下
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。「
こ
の
『
自
己
保
存
』
と
い
う
概
念
は
、
い
ま
だ
政
府
や
国

家
の
よ
う
な
公
的
機
関
に
よ
る
生
命
の
保
存
と
い
う
機
構
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
法
律
を
も
知
ら
な
い
、
い
わ
ゆ
る
『
自
然

状
態
』
の
下
に
あ
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、『
自
分
の
生
命
は
自
分
の
力
で
守
る
』、
と
い
う
意
味
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
…

（　

）
２３』
の
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ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
か
か
る
自
己
保
存
の
た
め
の
行
為
と
危
機
状
況
に
お
け
る
生
命
の
防
衛
を
正
当
化
す
る
権
利
を
『
自
然
権
』
と
呼
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
…
よ
く
、
か
れ
の
『
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
』
と
い
う
余
り
に
も
有
名
な
言
葉
は
、
好
戦
的
・
侵
略

的
な
意
味
合
い
で
受
取
ら
れ
勝
ち
だ
が
、
こ
れ
と
て
も
日
常
不
断
に
殺
り
く
状
態
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
か
れ
が
考
え
て
い
た
と

解
し
て
は
な
る
ま
い
。
…
野
性
の
王
国
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
密
林
や
草
原
に
お
い
て
も
、
動
物
た
ち
は
、
ふ
だ
ん
は
平
和
共
存
を
保

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
食
料
の
確
保
を
必
要
と
す
る
と
き
に
の
み
獅
子
や
猛
虎
は
、
縞
馬
や
野
兎
を
襲
う
─
─
そ
れ
も
必
要
な
量
だ

け
の
─
─
わ
け
だ
し
…
」。

　

こ
こ
ま
で
田
中
氏
の
文
章
を
記
し
て
き
た
。
今
に
な
っ
て
、
田
中
氏
の
文
章
に
日
本
語
と
し
て
の
文
章
の
乱
れ
や
論
理
の
不
整
合

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
は
私
に
も
責
任
が
あ
る
。
田
中
氏
は
こ
の
『
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
序
説
』
を
公
刊
さ
れ
る

に
あ
た
っ
て
、
私
に
点
検
を
依
頼
さ
れ
た
。「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
私
に
対
す
る
謝
辞
を
述
べ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
の
時
の
や

り
取
り
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
ラ
テ
ン
語
版
か
ら
引
用
し
て
い
る
、「
真
理
で
は
な
く
権
威
が
法
を
作
る
」
と
い

う
言
葉
を
め
ぐ
る
議
論
が
中
心
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
に
、
田
中
氏
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
を
歴
史
的
な
も
の
と

と
ら
え
て
い
る
。
先
に
少
し
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、「
お
そ
ら
く
、
人
間
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
述
べ
る
よ
う
に
原
始
時
代
に
は
、 

一 

る
い
は
ほ
と
ん
ど
た
い
て
い
の
場
合
は
家
族
単
位
で
、
い
や
数
家
族
、
数
十
・
数
百
家
族
で
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
資
料

を
確
保
し
、
集
団
の
生
命
や
安
全
を
守
る
た
め
に
武
装
し
警
戒
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」。
こ
の
一
節
に
は
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
が
述
べ

る
よ
う
に
」
と
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
直
接
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇
所
を
私
は
知
ら
な 

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
歴
史
を
通

じ
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
本
性
の
分
析
を
通
じ
て
、「
万
人
の
万
人
の
戦
争
」
と
し
て
自
然
状
態
を
描
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

平
和
な
国
家
生
活
が
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
恐
る
べ
き
戦
争
状
態
と
し
て
の
内
乱
＝
自
然
状
態
に
変
わ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ひ
た
す
ら
平
和
を
求
め
た
思
想
家
で
あ
っ
た
と
私
は
信
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
田
中
氏
も
同
意
さ
れ
る
だ

（　

）
２４人
あ

（　

）
２５い
。
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ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
平
和
の
思
想
家
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
の
自
然
状
態
は
戦
争
の
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
二
〇
世
紀
以
来
の
歴
史
が
我
々
に
痛
切
に
そ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

確
か
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
描
く
人
間
の
姿
、
自
然
状
態
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
は
あ
の
よ
う
に
人
間
を
描
い
た
の
か
。
こ

の
問
題
に
対
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
目
撃
者
と
し
て
と
ら
え
て
、
そ
の
こ
と
に
答
え
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
よ
う

に
思 

田
中
氏
も
そ
う
で
あ
り
、
前
掲
書
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ

は
、
当
時
の
血
で
血
を
洗
う
内
乱
状
態
を
目
前
に
し
て
…
」。
同
書
、
一
五
〇
〜
一
ペ
ー
ジ
、「
血
で
血
を
洗
う
悲
惨
な 
世
界
最
初 
の

マ
　

マ

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
が
イ
ギ
リ
ス
で
勃
発
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
事
態
を
み
て
、
…
」。
一
一
七
ペ
ー
ジ
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

と
い
う
悲
惨
な
戦
争
状
態
＝
自
然
状
態
に
直
面
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
『
自
己
保
存
の
よ
り
確
実
な
保
障
』
を
求
め
る
た
め
に
…
」。

　

我
々
は
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
も
う
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
一
六
四
〇
年
四
月
初
め
ま
で
に
執
筆
し
た
こ
と
が
明
ら

か
な
こ
の
『
法
の
原
理
』
で
自
然
状
態
を
戦
争
の
状
態
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
が
武
力
闘
争
に
発
展
す
る
の
は
、

よ
う
や
く
一
六
四
二
年
で
あ
る
。
革
命
の
帰
趨
を
決
し
た
と
い
わ
れ
る
マ
ー
ス
ト
ン
・
ム
ー
ア
の
戦
い
（
一
六
四
四
年
）
に
し
て
も
、

一
万
七
千
（
国
王
軍
）
対
二
万
二
千
（
議
会
軍
）
位
で
、
関
ケ
原
の
戦
い
と
比
べ
る
と
さ
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ホ
ッ
ブ

ズ
は
一
六
四
〇
年
の
お
そ
ら
く
一
一
月
末
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
て
い
て
、
血
を
血
で
洗
う
争
い
を
目
に
は
し
て
い
な
い
。
彼
が
、

政
治
的
著
作
を
書
く
に
い
た
っ
た
本
来
の
動
機
は
、
内
乱
に
向
か
う
危
険
に
満
ち
た
母
国
に
平
和
の
大
切
さ
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ

っ
た
。
下
記
の
注
（　

）
で
述
べ
る
よ
う
に
、
つ
と
に
一
六
二
九
年
の
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
『
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
史
』
の
翻
訳
公
刊

２８

に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
母
国
の
動
乱
か
ら
題
材
を
え
て
、
政
治
論
を
執
筆
し
た
の
で
は

な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
は
平
和
な
状
態
で
あ
る
と
い
う
田
中
氏
の
主
張
の
最
大
の
問
題
点
は
、
氏
が
動
物
の
生
態
か

（　

）
２６う
。
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ら
の
類
推
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
上
記
（　

）
で
、「
そ
も
そ
も
田
中
氏
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
論
じ
る

１２

際
、
動
物
と
人
間
と
の
違
い
を
無
視
す
る
傾
向
に
あ
る
」
と
記
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
学
な
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
が
、
人
間
は
動
物
と
は
異
な
る
と
明
確
に
述
べ
て
い

る
。「
人
間
は
そ
う
い
う
動
物
の
う
ち
に
は
数
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
剣
や
銃
と
い
っ
た
人
間
の
武
器
が
、
角
や
歯
や
棘
と
い
っ

た
動
物
の
武
器
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
分
だ
け
、
人
間
は
強
欲
さ
と
残
虐
さ
に
お
い
て
、
飢
え
を
満
た
す
こ
と
以
上
の
強
欲
さ
は
な

く
挑
発
さ
れ
な
け
れ
ば
猛
り
狂
う
こ
と
も
な
い
狼
や
熊
や
蛇
よ
り
も
上
回
っ
て
い
る
し
、
ま
た
人
間
は
将
来
の
飢
餓
の
こ
と
を
考
え

て
も
飢
え
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
か
ら
で
あ 

ホ
ッ
ブ
ズ
が
い
う
よ
う
に
将
来
の
飢
え
を
、
つ
ま
り
は
想
像
上
の
飢
え
を
飢
え

る
の
が
動
物
な
ら
ぬ
人
間
な
の
だ
。
人
間
は
、
明
日
の
飢
え
、
明
後
日
の
飢
え
、
そ
し
て
で
き
る
な
ら
ば
未
来
永
劫
の
飢
え
に
備
え

る
こ
と
、
し
か
も
、
他
者
と
の
競
合
の
中
で
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
う
し
て
、「
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
、
ま
た
そ
の

本
性
か
ら
し
て
、
欲
し
い
と
思
う
も
の
は
何
で
も
我
勝
ち
に
奪
い
合
い
、
全
世
界
を
し
て
自
分
を
怖
れ
さ
せ
、
自
分
に
服
従
さ
せ
よ

う
と
す 

の
が
人
間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
特
殊
人
間
的
な
非
人
間
性
を
帯
び
た
存
在
な

の
で
あ
る
。「
人
間
は
人
間
に
対
し
て
狼
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
自
然
状
態
が
戦
争
状
態
と
化
す
の
は

理
の
必
然
で
し
か
な
い
。
こ
の
自
然
状
態
は
無
論
悲
惨
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
状
態
は
、
戦
争
に
お
け
る
美
徳
で
あ
る
「
暴
力
と

欺 

を
用
い
る
な
ら
ば
い
か
な
る
弱
者
に
も
強
者
を
打
倒
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
万
人
が
世
界

征
服
の
希
望
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
状
態
で
あ 

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
な
ら
ば
「
自
惚
れ
」
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
の
希
望
は
無
論
虚
妄
で

あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
そ
の
政
治
理
論
の
冒
頭
に
お
い
て
、
人
間
に
対
し
て
狼
で
あ
る
人
間
像
を
提
起
し
、
自
然
状
態
を
「
万
人
の

万
人
に
対
す
る
戦
争
」
と
し
て
描
き
、
人
間
を
虚
妄
か
ら
解
放
し
て
、「
平
和
の
王 

を
歩
ま
せ
る
国
家
設
立
の
論
理
を
説
い
た
。

そ
の
国
家
に
お
け
る
人
間
に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
る
、「
人
間
は
人
間
に
対
し
て
神
で
あ 

と
。

（　

）
２７る
」。

（　

）
２８る
」

（　

）
２９瞞
」

（　

）
３０る
。

（　

）
３１道
」

（　

）
３２る
」、
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ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
学
を
動
物
の
生
態
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
説
明
す
る
田
中
氏
の
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
哲
学
の
自
然

主
義
的
分
析
の
一
つ
の
類
型
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
首
尾
一
貫
し
た
自
然

主
義
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
論
の
破
滅
で
あ 

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
は
人
間
の
学
で
あ
り
、「
野

性
の
王
国
」
の
話
で
は
な
い
。

　

付
記　
　

こ
の
書
評
で
取
り
上
げ
た
『
法
の
原
理
』
の
他
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
、
岩
波
文
庫
か
ら
山
田
園
子
訳
『
ビ
ヒ
モ
ス
』

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
の
進
展
の
上
で
慶
賀
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
山
田
訳
『
ビ
ヒ
モ
ス
』

に
も
田
中
訳
『
法
の
原
理
』
と
同
様
に
、
翻
訳
の
正
確
さ
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』

第
三
九
号
二
〇
一
六
（
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
）
所
収
の
「
書
評
」
で
少
し
述
べ
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
書
評
は

字
数
が
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
、
十
分
意
を
尽
く
す
議
論
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
、
行
路
社
版
『
法
の
原
理
』
訳
注
に
お
い

て
、『
ビ
ヒ
モ
ス
』
か
ら
多
数
の
引
用
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
訳
語
は
私
自
身
の
も
の
を
用
い
、
山
田
訳
とB

ehem
oth
or
T
he

 
    
        
   

Long
Parliam

en

            
  t  ,

ed
ited

b
y
P
au
l
S
eaw
ard

    
    
  
   
  
   
   
   

（O
x
fo
rd
U
n
iversity

P
ress,

2010
 
 
  
  
  
 
          
  
        

）
の
ペ
ー
ジ
数
を
掲
げ
た
。
山
田
訳
と
私

の
訳
を
比
較
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（　

）
３３る
」。

注（
１
）　

あ
る
い
は
、「
イ
エ
ス
こ
そ
メ
シ
ア
」
の
誤
植
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
は
三
位
一
体
論
の
問
題
で
あ
り
、
イ
エ
ス
が
メ

シ
ア
で
あ
る
こ
と
と
直
接
の
関
係
は
な
い
。

（
２
）　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｐ
・
ク
リ
ー
ス
著
『
世
界
で
も
っ
と
も
美
し
い　

の
科
学
実
験
』
青
木
薫
訳
（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
八
一
ペ
ー
ジ
。

１０

（
３
）　

同
訳
書
、
一
五
ペ
ー
ジ
。



ホッブズ著『法の原理』田中　浩・重森臣広・新井　明　訳

（甲南法学’ １６）５７─１・２─１３７（ ）１３７

（
４
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
『
市
民
論
』
本
田
裕
志
訳
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
５
）　

と
こ
ろ
で
、『
法
の
原
理
』
に
は
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
田
中
訳
と
藤
原
・
高
野
訳
の
他
に
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
哲
学
原
論　

自
然
法
お
よ
び

国
家
法
の
原
理
』
伊
藤
宏
之
・
渡
部
秀
和
訳
（
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
に
収
録
さ
れ
た
翻
訳
が
あ
る
。
こ
の
伊
藤
・
渡
部
訳
も
、
田
中
訳
と
藤

原
元
訳
と
類
似
し
た
訳
語
を
使
用
し
て
い
る
（
同
書
、
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
）。
な
お
、
伊
藤
・
渡
部
訳
も
比
較
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
考
え
た
が
、

あ
ま
り
に
も
煩
瑣
に
な
る
の
で
、
必
要
な
時
に
伊
藤
・
渡
部
訳
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
６
）　

オ
ー
ブ
リ
ー
『
名
士
小
伝
』
橋
口
稔
・
小
池
銈
訳
（
冨
山
房
百
科
文
庫
、
一
九
七
九
年
）、
一
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（
７
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
『
市
民
論
』
本
田
裕
志
訳
、
前
掲
訳
書
、
一
三
ペ
ー
ジ
お
よ
び
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
８
）　

W
illiam

H
aller,

T
h
e
R
ise
o
f
P
u
ritan
i

 
      
  
        
 
   
     
   
 
     
 sm

(U
n
iversity

o
f
P
en
n
sylvan

ia
P
ress

  
   
 
          
   
  
 
      
    
  
  ,

1972),
p
p
.30&

129

          
 
    
   .  

（
９
）　

Ib
id
.,
p
.130

  
  
    
    .  

（　

）　

Ib
id
.,
p
.140

  
  
    
    .  

１０
（　

）　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
『
法
の
原
理
』
の
段
階
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
多
少
遠
慮
気
味
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
晩
年
に
な
る
と
、「
神
は
き

１１

わ
め
て
純
粋
で
、
き
わ
め
て
単
純
な
物
質
的
な
霊
で
あ
る
」、
つ
ま
り
神
は
霊
で
は
あ
る
が
物
質
で
あ
る
と
述
べ
る
に
い
た
る
。T

h
o
m
as
H
o
b
b
es,

 
 
 
 
   
 
 
 
 
    

A
n
A
nsw
er
to
B
ishop

B
ram
hal

 
   
   
       
       
   
   l  ,

E
.W
.IV
,
p
.306.

   
  
   
   
     　

ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
理
は
、
存
在
す
る
も
の
は
物
質
以
外
に
は
な
く
、
神
は
物
質
で
は
な
い

と
述
べ
る
こ
と
は
、
神
が
存
在
し
な
い
と
い
う
に
等
し
く
、
そ
れ
こ
そ
無
神
論
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
議
論
を
支
持
す
る
も
の

と
し
て
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
言
葉
、「
物
質
で
な
い
も
の
は
す
べ
て
無
で
あ
る
」
を
挙
げ
て
い
る
。Ib

id
.,
p
.307.

 
 
  
    
     　

ま
た
、
同
書
の
別
の
箇

所
で
も
、
同
じ
議
論
を
さ
ら
に
詳
し
く
展
開
し
て
い
る
。Ib

id
.,
p
p
.382ff.

 
 
  
    
 
       　

神
が
物
質
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
』
で
も
テ

ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
を
援
用
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
東
方
教
会
が
天
使
の
絵
を
描
く
こ
と
を
合
法
的
と
み
な
し
て
い

る
の
は
、「
天
使
が
物
質
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
」
と
い
う
議
論
を
述
べ
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
／
異
端
』
水
田
洋
訳

（
未
来
社
、
二
〇
一
一
年
）、
三
六
〜
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
東
方
教
会
の
イ
コ
ン
の
問
題
は
、
三
七
ペ
ー
ジ
で
、「
天
使
た
ち
を
描
く
こ
と
の
合
法

性
を
主
張
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
彼
ら
は
物
体
的
だ
と
主
張
し
た
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
水
田
訳
は
右
記
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
と
論
理
が
逆

に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
へ
の
附
録
』
で
も
、「
神
が
物
体
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
と
み
ず
か
ら
認
め
て
い

る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
４
』
水
田
洋
訳
（
岩
波
文
庫
）、
三
一
六
ペ
ー
ジ
以
下
。

（　

）　

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
哲
学
原
論　

自
然
法
お
よ
び
国
家
法
の
原
理
』
伊
藤
宏
之
・
渡
部
秀
和
訳
（
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
一
二
三
一
ペ
ー
ジ
。

１２
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な
お
、
引
用
文
中
の
『　

』
は
伊
藤
・
渡
部
訳
で
は
、「　

」
で
あ
る
。
こ
の
訳
に
は
、「　

」
が
多
数
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。

（　

）　

文
脈
を
離
れ
、
こ
の
英
文
の
み
を
問
題
と
す
る
限
り
、
田
中
訳
の
前
半
は
と
も
か
く
、
後
半
部
分
の
訳
は
あ
る
い
は
成
立
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

１３

こ
の
場
合
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
利
他
主
義
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
田
中
訳
の
立
場
を
「
愛
の
立
場
」
と
呼
び
、
私
の
訳
の
立
場
を
「
殺
人

の
立
場
」
と
か
り
に
名
付
け
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
の
何
が
問
題
か
を
知
る
た
め
の
思
考
実
験
を
試
み
た
。「
愛
の
立
場
」
は

「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
譬
え
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ
の
譬
え
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は
、「
私
の
隣
人
と
は
誰
か
」、
つ
ま
り
「
誰
を
愛
し
た
ら

よ
い
か
」
と
い
う
目
的
語
に
対
す
る
問
い
に
対
し
て
、「
誰
が
隣
人
と
な
っ
た
か
」
と
い
う
主
語
に
対
す
る
問
い
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
。
私
が
愛

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
目
的
語
す
な
わ
ち
愛
の
対
象
は
誰
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
風
に
い
え
ば
、「
愛
の
無
差
別
主

義
」、「
神
聖
な
魂
の
売
淫
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
宗
教
社
会
学
論
選
』
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳

（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
）、
一
一
六
ペ
ー
ジ
。
他
方
、「
殺
人
の
立
場
」
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
が
弟
子
唯
円
に
対
し
て
い
っ
た
と
い
う
、「
自

分
を
信
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
千
人
の
人
を
殺
し
て
こ
い
。
そ
う
す
れ
ば
成
仏
で
き
る
ぞ
」
と
い
う
言
葉
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
。
誰
そ
れ
を
、
こ
の
理

由
で
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
分
が
往
生
し
た
け
れ
ば
、
誰
で
も
い
い
か
ら
千
人
を
殺
せ
と
い
う
の
で
あ
り
、
無
差
別
殺
人
の
論
理
そ
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
救
い
を
願
う
自
分
す
な
わ
ち
主
語
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
て
、
目
的
語
は
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
主
語
だ
け
が
問
題
で

あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
愛
の
立
場
」
も
、「
殺
人
の
立
場
」
も
ま
っ
た
く
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
何
を
す
る
か
、
つ
ま

り
動
詞
も
問
題
で
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
い
う
よ
う
に
、「
自
分
が
望
む
一
切
の
こ
と
を
」
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
状
態
の
人
間
は
、

ゾ
ー
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
一
切
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
で
あ
り
、
こ
の
個
人
に
、「
す
べ
て
の
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

る
」（「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙　

一
」
六
章
一
二
節
）
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
愛
の
立
場
」
は
容
易
に
「
殺
人
の
立
場
」

に
転
化
す
る
。
若
い
日
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
そ
れ
を
見
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
唯
一
愛
し
た
の
は
嫡
子
イ
サ
ク
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
我
が
子
さ
え
、
イ
サ
ク
へ
の
み
ず
か
ら
の
愛
情
が
「
彼
の
心
を
乱
し
、
不
安
に
陥
れ
た
」
時
、
殺
害
し
よ
う
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
「
キ

リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」『
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
』
久
野
昭
・
中
埜
肇
訳
（
以
文
社
、
一
九
七
四
年
）、
一
一
七
ペ
ー
ジ
。
誰
に
、
何

を
と
い
う
目
的
語
も
、
何
を
す
る
と
い
う
動
詞
も
何
ら
問
題
に
な
ら
ず
、
た
だ
主
語
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
主
体

性
の
原
理
」
の
極
致
と
い
う
べ
き
こ
の
思
考
方
法
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
き
わ
め
て
宗
教
的

で
あ
る
。
私
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
哲
学
の
中
核
に
、
こ
の
宗
教
的
な
も
の
、
彼
の
場
合
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
が
存
在
す



ホッブズ著『法の原理』田中　浩・重森臣広・新井　明　訳

（甲南法学’ １６）５７─１・２─１３９（ ）１３９

る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
一
例
と
し
て
、
行
路
社
版
の
訳
注
（　

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
注
（　

）
の
思
考
実
験
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を

６０

１３

あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
の
人
間
を
肯
定
し
て
い
た
な
ど
と
い

っ
た
こ
と
を
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
、
こ
の
「
問
題
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
が
与
件
で
あ
り
、
彼
の
解
決
し
よ
う
と
し
た

問
題
は
こ
の
よ
う
な
人
間
に
「
平
和
の
王
道
」
を
指
し
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
自
然
状
態
を
論
じ
て
い
る
第
一
三
章
で
終

わ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　

な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
、『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
思
想
』（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
、
第
六
章
、「
ア
ブ
ラ

ハ
ム
の
精
神
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
間
論
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（　

）　

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
第
４
冊
』
高
田
三
郎
・
日
下
昭
夫
訳
（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）、
一
〇
三
ペ
ー
ジ
以
下
。

１４
（　

）　

伊
藤
・
渡
部
訳
は
こ
の
箇
所
で
は
、「
肉
を
切
り
分
け
る
人
」
と
正
し
く
訳
し
て
い
る
。
伊
藤
・
渡
部
訳
、
前
掲
訳
書
、
一
二
九
六
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、

１５

（　

）
に
相
当
す
る
箇
所
で
は
、「
お
手
盛
り
を
禁
ず
る
こ
と
」
と
訳
し
て
い
て
、
意
味
の
上
で
は
正
し
い
と
考
え
る
。
同
訳
書
、
一
二
六
八
ペ
ー

９４
ジ
。

（　

）　

伊
藤
・
服
部
訳
、
前
掲
訳
書
、
一
三
二
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
伊
藤
・
服
部
訳
に
つ
い
て
は
そ
の
全
編
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
は
な
い

１６

こ
と
を
付
記
す
る
。
ま
た
、
大
木
英
夫
に
よ
れ
ば
、
結
婚
を
契
約
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
嚆
矢
と
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
の
関
連
は
定
か
で
は
な
い
が
、
同
時
代
の
思
想
的
傾
向
を

示
す
も
の
と
し
て
記
し
て
お
く
。
大
木
英
夫
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）、
二
五
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

（　

）　

オ
ー
ブ
リ
ー
『
名
士
小
伝
』
橋
口
稔
・
小
池
銈
訳
（
冨
山
房
百
科
文
庫
、
一
九
七
九
年
）、
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

１７
（　

）　

ホ
ッ
ブ
ズ
の
旧
約
聖
書
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
驚
く
ほ
ど
精
緻
か
つ
浩
瀚
な
、
福
岡
安
都
子
『
国
家
・
教
会
・
自
由　
　

ス
ピ
ノ
ザ
と
ホ
ッ

１８

ブ
ズ
の
旧
約
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
め
ぐ
る
対
抗
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。

（　

）　

ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
水
田
洋
・
田
中
浩
訳
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
六
年
）、
二
七
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア

１９

サ
ン
（
三
）』（
岩
波
文
庫
）
の
現
行
版
で
は
、「
あ
な
た
の
王
国
が
き
ま
す
よ
う
に
」（
八
五
ペ
ー
ジ
）
と
正
し
く
修
正
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

Ｗ
・
Ｊ
・
ウ
ル
フ
編
『
聖
公
会
の
中
心
』
西
原
廉
太
（
聖
公
会
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
七
六
ペ
ー
ジ
。

２０
（　

）　

福
岡
安
都
子
の
前
掲
書
は
、
私
に
は
目
も
く
ら
む
よ
う
な
語
学
の
知
識
を
駆
使
し
た
研
究
で
あ
る
が
、
一
箇
所
で
意
志
未
来
に
関
す
る
疑
問
を
感

２１

じ
た
。「
ホ
ッ
ブ
ズ
がth

o
u

 
 
 
 

（
２
人
称
単
数
）
を
用
い
て
、a.

“th
o
u
sh
alt
o
b
serve

 
     
 
 
   
     
 
    
 

（
汝
が
守
る
で
あ
ろ
う
）”  
」
と
福
岡
が
記
し
て
い
る
箇
所
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は
、
神
の
意
志
を
示
し
、「
汝
が
守
る
べ
き
」
と
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。
福
岡
安
都
子
、
前
掲
書
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
。

（　

）　

行
路
社
版
、
二
二
一
〜
二
ペ
ー
ジ
。H

odie
m
ihi,
cras

tib

 
      
             i  
を
ネ
ッ
ト
の
画
像
で
検
索
す
る
と
、
か
な
り
驚
く
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

２２

「
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
」
と
い
う
表
現
は
日
本
語
で
も
普
通
に
使
う
が
、
お
そ
ら
く
「
使
徒
言
行
録
」
九
章
一
八
節
に
由
来
す
る
と
思
う
。

（　

）　

以
下
の
引
用
に
お
い
て
も
、「
野
性
の
王
国
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
は
田
中
氏
が
こ
れ
ら
の
文
章
を
執
筆
さ
れ
た
頃
に
放
映
さ
れ

２３

て
い
た
、
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
こ
と
で
あ
る
。

（　

）　

こ
の
文
章
か
ら
す
る
と
、
人
間
が
一
人
で
生
き
る
状
態
が
過
去
に
あ
っ
た
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
私
に
は
、
ホ
ッ

２４

ブ
ズ
政
治
学
が
、
他
者
と
ま
っ
た
く
隔
絶
し
た
自
己
完
結
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
た
だ
一
人
で
自
然
と
対
峙
す
る
自
然
状
態
か
ら
出
発
す
る

と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法
の
原
理
』
の
第
二
部
第
三
章
第
二
節
、
行
路
社
版
、
一
九
九
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
自
然
状
態
に

い
る
人
間
を
「
今
こ
の
瞬
間
に
男
と
女
と
し
て
創
造
さ
れ
た
ば
か
り
の
人
間
」
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
述
べ
て
議
論
を
開
始
し
て
い
る
。
男
と

女
な
の
だ
か
ら
、
創
造
の
時
点
に
お
い
て
既
に
人
間
は
複
数
で
あ
り
、
敵
対
す
る
に
せ
よ
、
協
力
し
合
う
に
せ
よ
関
係
を
必
然
化
さ
れ
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
こ
の
「
男
と
女
」
と
し
て
の
人
間
の
創
造
は
、「
創
世
記
」
一
章
二
七
節
の
人
間
創
造
の
記
事
を
受
け
て
い
る
。「
創
世
記
」
に

は
二
系
統
の
創
造
神
話
が
混
在
し
て
い
て
、
二
章
の
ま
ず
ア
ダ
ム
が
一
人
だ
け
作
ら
れ
、
次
い
で
女
が
造
ら
れ
た
と
す
る
創
造
の
記
事
と
、
一
章

の
「
男
と
女
と
し
て
創
造
さ
れ
た
」
と
い
う
神
話
と
は
別
系
統
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が

『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は
「
創
世
記
」
一
章
の
創
造
神
話
を
語
り
、
パ
ウ
ロ
は
二
章
の
神
話
に
依
拠
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

い
た
っ
て
は
、「
創
世
記
」
一
章
二
七
節
を
「
完
全
に
無
視
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
条
件
と
し
て
の
複
数
性

を
パ
ウ
ロ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
無
視
し
た
の
に
対
し
、
イ
エ
ス
は
「
活
動
」
の
人
で
、
人
間
の
複
数
性
を
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ア
レ
ン
ト
の
言
葉
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
『
法
の
原
理
』
の
第
二
部
第
三
章
第
二
節
の
こ
の
箇
所
で
見
る
限
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
も

ま
た
人
間
の
複
数
性
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
の
描
く
自
然
状
態
の
人
間
は
、
他
者
と
の
き
ず
な
は
確
か
に
失
っ
て
い
る
が
、

常
に
他
者
を
意
識
し
、
他
者
と
自
己
を
比
較
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
人
間
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
間
を
他
の
動
物
と
分
か
ち
、
田

中
氏
の
い
う
自
然
の
摂
理

機

機

機

機

機

を
超
え
さ
せ
る
。
な
お
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
志
水
速
雄
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）、

三
七
〜
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
志
水
訳
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「『
創
世
記
』
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

「『
創
世
記
』
一
章
二
七
節
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
」
の
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ち
く
ま
書
房
に
報
告
し
た
の
で
、
今
は
修
正
さ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（　

）　

ホ
ッ
ブ
ズ
が
過
去
の
歴
史
や
他
の
地
域
の
状
況
に
引
照
し
て
、
自
然
状
態
を
論
じ
て
い
る
箇
所
も
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
『
法

２５

の
原
理
』
で
説
明
す
る
と
、
ま
ず
、
人
間
の
本
性
が
、「
自
然
的
自
由
に
お
け
る
人
間
の
状
態
は
戦
争
の
状
態
」
と
な
る
こ
と
を
必
然
化
す
る
と
述

べ
た
後
、
そ
れ
を
補
強
す
る
例
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
状
態
は
戦
争
状
態
で
あ
っ
て
、
田
中
氏
の
い
う
よ
う
な
平
和
な

状
態
で
は
な
い
。「
敵
対
と
戦
争
の
状
態
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
そ
の
も
の
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
が
相
互
に
殺
し
あ
う
状
態
で
あ
る
（
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
状
態
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
、
今
日
生
存
し
て
い
る
野
蛮
な
民
族
に
つ
い
て
の
経
験
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
や
ド
イ
ツ

そ
の
他
今
で
は
文
明
化
さ
れ
た
諸
国
の
昔
の
住
民
の
歴
史
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
。
こ
の
状
態
に
見
ら
れ
る
の
は
、
人
口
も
少
な
く
、
短
命
で
、

生
活
を
飾
る
も
の
も
慰
め
る
も
の
も
─
─
こ
れ
は
通
常
平
和
と
社
会
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
獲
得
さ
れ
る
─
─
も
た
な
い
人
々
で
あ
る
）」。
行

路
社
版
、
一
一
九
〜
一
二
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

（　

）　

例
え
ば
、
梅
田
百
合
香
の
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
に
も
こ
の
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
梅
田
百
合
香
「
政
治
に
お
け
る
悪
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
道
徳
哲

２６

学
」『
桃
山
学
院
大
学
経
済
経
営
論
集
』
第　

巻
第
３
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
参
照
。

５７

（　

）　

ホ
ッ
ブ
ズ
『
人
間
論
』
本
田
裕
志
訳
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
一
三
九
ペ
ー
ジ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
『
法
の
原
理
』
に
お
い

２７

て
も
、
第
一
部
第
一
九
章
第
五
節
に
お
い
て
、
五
点
に
わ
た
っ
て
人
間
と
動
物
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
指
摘
（　

）
で
も
こ
の
点
に

１０９

言
及
し
て
い
る
。

（　

）　

T
.
H
o
b
b
es,
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２８
（　

）　

水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）』、
二
一
三
ペ
ー
ジ
。

２９
（　

）　

人
間
の
希
望
の
平
等
と
、
こ
の
平
等
か
ら
不
信
が
生
じ
、
不
信
か
ら
戦
争
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）』、

３０

二
〇
八
〜
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
希
望
に
つ
い
て
通
念
的
理
解
や
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
希
望
に
つ
い
て
の
こ
の

理
解
は
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
的
理
解
に
お
い
て
は
パ
ン
ド
ラ
の
箱
に
最
後
ま
で
取
り
残
さ
れ
た
希
望
も
人
間
を

惑
わ
す
悪
霊
で
あ
っ
た
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
『
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
史
』
は
、
二
七
年
に
も
及
ぶ
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
と
の
戦
争
の
歴
史
的
出

来
事
を
淡
々
と
叙
述
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
ア
テ
ナ
イ
の
そ
の
時
々
の
指
導
者
が
希
望
の
嘘
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
途
方
も
な
い
野
望
を
抱
き
、

失
敗
し
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
病
理
学
の
教
科
書
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
権
利
の
請
願
」
の
翌
年
、
一
六
二
九
年
に
こ
の
『
戦

史
』
の
翻
訳
を
公
刊
し
た
。
私
は
、
前
掲
拙
著
、『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
思
想
』
第
五
章
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
歴
史
の
観
念
」
に
お
い
て
、
ホ
ッ

ブ
ズ
が
『
戦
史
』
に
上
述
の
政
治
の
病
理
学
と
し
て
の
歴
史
を
認
め
、
そ
の
翻
訳
公
刊
に
よ
っ
て
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
々
に
警
鐘
を
発
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し
よ
う
と
し
た
と
論
じ
た
。
人
々
に
「
自
分
た
ち
の
暗
黒
」（
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
四
）』（
岩
波
文
庫
）、
一
八
ペ
ー
ジ
）
を
突
き
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
の
大
切
さ
を
知
ら
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
は
、
こ
の
翻
訳
公
刊
以
来
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
考
え
る
。
ツ
キ
ジ
デ
ス
と
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
希
望
の
理
解
や
、
ス
パ
ル
タ
重
装
歩
兵
さ
え
い
ざ
と
な
る
と
自
己
保
存
の
本
能
に
衝
き
動
か

さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
、
勇
気
と
い
う
徳
や
理
性
の
無
力
さ
、
そ
し
て
死
の
恐
怖
と
い
う
情
念
の
普
遍
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
拙
論
で
述

べ
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
希
望
と
恐
怖
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
希
望
が
争

い
＝
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
恐
怖
が
平
和
を
来
た
ら
す
の
で
あ
る
。
梅
田
百
合
香
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
自
然
状
態
か
ら

人
間
を
平
和
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
は
希
望
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
梅
田
百
合
香
、
前
掲
論
文
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
法

の
原
理
』
で
も
、「
人
間
が
他
の
人
間
に
し
た
が
う
よ
う
動
か
さ
れ
る
一
般
的
な
原
因
は
、（
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
）
そ
う
し
な
け
れ
ば
自
分
自

身
を
保
存
で
き
な
い
と
い
う
恐
怖
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
設
立
の
論
理
の
提
示
に
向
か
う
。（
行
路
社
版
、
一
六
七
ペ
ー
ジ
）。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
で
は
、「
人
間
が
相
互
に
有
す
る
恐
怖
は
だ
れ
に
も
平
等
に
存
し
、
す
べ
て
の
人
の
希
望
は
み
ず
か
ら
の
悪
知
恵

と
体
力
と
に
存
す
る
」（
行
路
社
版
、
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
恐
怖
の
普
遍
性
に
平
和
を
必
然
化
す
る
要
因
を
み
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
梅
田
は
、『
甦
る
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
最
終
章
「
ホ
ッ
ブ
ズ
と
希
望
─
─
ホ
ッ
ブ
ズ
思
想
の

可
能
性
」
に
お
い
て
も
、
自
然
状
態
か
ら
人
間
を
平
和
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
は
希
望
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
詳
論
は
避
け
る
が
、

私
に
は
梅
田
の
主
張
は
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

な
お
、
西
欧
の
思
想
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
希
望
を
七
枢
要
徳
の
一
つ
と
し
て
高
く
評
価
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
と
悪
し
き
も
の

と
み
な
す
ギ
リ
シ
ア
的
理
解
の
二
つ
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
と
考
え
る
。
ホ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
に
引
照
し
な
が

ら
、「
自
己
欺
瞞
な
く
し
て
希
望
は
な
い
」、「
希
望
は
損
な
わ
れ
や
す
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ
ー
『
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
フ
ァ

ー
自
伝
』
中
本
義
彦
訳
（
作
品
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
五
二
ペ
ー
ジ
。

（　

）　

ホ
ッ
ブ
ズ
『
市
民
論
』
本
田
裕
志
訳
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
七
ペ
ー
ジ
。

３１
（　

）　

同
訳
書
、
四
ペ
ー
ジ
。

３２
（　

）　

レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
添
谷
育
志
・
谷
喬
夫
・
飯
島
昇
蔵
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
）、
二
〇
四
ペ
ー
ジ
。
本
拙

３３

稿
指
摘
（　

）
参
照
。

５５
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