
訳
者
は
し
が
き

以
下
は
出
版
社
と
編
者
の
承
諾
を
得
てA

dam
Sm
ith

（２００２

）The
Theory

ofM
oralSentim

ents,
K
nud
H
aakonssen

（ed.

）,Cam
bridge

U
niversity

Press,
pp.７８

－１２７

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
全
体
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
米
林
富
男
訳
『
道
徳
情
操
論
』（
一
九
六
九
年
、
未
来
社
）、
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』（
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書

店
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
本
稿
も
上
の
先
行
業
績
に
多
く
を
負
う
。

翻
訳
に
あ
た
り
、
原
文
に
な
い
が
、
訳
者
が
本
文
に
付
加
し
た
諸
点
に
つ
い
て
。
�
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
改
行
は
な
い
が
、
適
宜
こ
れ
を
ほ
ど
こ
し
た
。

�
引
用
符
号
「

」
に
相
当
す
る
も
の
は
原
文
に
な
い
が
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
使
用
し
た
。
�や
―
―
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
�﹇

﹈
内
の

語
句
は
訳
者
の
挿
入
で
あ
る
。

脚
注
に
つ
い
て
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
編
者
の
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
ス
ミ
ス
自
身
の
注
を
示
す
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
第
�
部
の
目
次
は
以
下
の
と
お
り
。

翻

訳

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』
第
�
部
「
功
労
と
罪
責
に
つ
い
て
」

山

本

陽

一
（
訳
）

３４２（６６６）
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『
道
徳
諸
感
情
に
つ
い
て
の
理
論
。
あ
る
い
は
、
人
間
が
、
ま
ず
は
隣
人
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
と
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
に
つ
い
て
、
自
然

に
下
す
判
断
の
基
底
に
あ
る
諸
原
理
を
分
析
す
る
一
論
考
』

第
�
部

功
労
と
罪
責
に
つ
い
て
。
あ
る
い
は
、
ね
ぎ
ら
い
と
処
罰
の
対
象
に
つ
い
て
。
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成

セ
ク
シ
ョ
ン
�

功
労
と
罪
責
の
感
覚
に
つ
い
て

序
論

第
一
章

命
題
「
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
映
じ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
る
。」
命
題
「
こ
れ
と
同
じ
仕

組
み
に
よ
っ
て
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
映
じ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
処
罰
に
値
す
る
と
映
る
。」

第
二
章

感
謝
の
念
を
注
が
れ
、
あ
る
い
は
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
に
つ
い
て

第
三
章

命
題
「
恵
み
を
も
た
ら
す
人
物
の
ふ
る
ま
い
が
是
認
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
恵
み
を
受
け
る
人
の
感
謝
の
念
に
ほ
と
ん
ど
共
感
は
よ
せ
ら
れ
な
い
。」

命
題
「
逆
に
、
危
害
を
加
え
る
人
物
の
動
機
が
否
認
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
危
害
を
被
る
人
の
憤
り
に
は
い
か
な
る
共
感
も
よ
せ
ら
れ
な
い
。」

第
四
章

こ
れ
ま
で
の
諸
章
の
概
要
再
述

第
五
章

功
労
と
罪
責
の
感
覚
の
分
析

セ
ク
シ
ョ
ン
�

正
義
と
慈
恵
に
つ
い
て

第
一
章

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
美
徳
の
比
較

第
二
章

正
義
の
感
覚
、
悔
恨
の
情
、
功
労
の
意
識
に
つ
い
て

第
三
章

自
然
が
造
っ
た
こ
の
仕
組
み
が
役
立
つ
目
的
に
つ
い
て

セ
ク
シ
ョ
ン
�

行
為
の
功
労
ま
た
は
罪
責
に
つ
い
て
世
人
が
い
だ
く
感
情
に
、
運
命
が
及
ぼ
す
支
配
に
つ
い
て

序
論

第
一
章

運
命
が
及
ぼ
す
こ
の
支
配
の
諸
原
因
に
つ
い
て

第
二
章

運
命
が
及
ぼ
す
こ
の
支
配
の
程
度
に
つ
い
て

第
三
章

感
情
の
こ
う
し
た
不
規
則
な
乱
れ
の
目
的
因
に
つ
い
て

二
八
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第
�
部

功
労
と
罪
責
に
つ
い
て
。
あ
る
い
は
、
ね
ぎ
ら
い
と
処
罰
の
対
象
に
つ
い
て
。
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成

セ
ク
シ
ョ
ン
�

功
労
と
罪
責
の
感
覚
に
つ
い
て

序

論

１

世
人
の
行
為
・
ふ
る
ま
い
に
は
、
適
切
さ
�不
適
切
さ
、
節
度
�は
し
た
な
さ
、
と
い
っ
た
資
質
の
ほ
か
、
こ
れ
と
は
違
う
別
の
一
組
の
資
質
が
帰
属

し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
別
の
資
質
は
、
や
は
り
別
の
種
類
の
是
認
感
情
と
否
認
感
情
を
差
し
向
け
ら
れ
る
対
象
で
す
。
さ
て
、
そ
の
資
質
と
は
、
功
労
�

罪
責
、
つ
ま
り
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
資
質
�処
罰
に
値
す
る
資
質
で
す
。

２

す
で
に
観
察
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
ま
す
と
（
１
）、

胸
裏
の
感
情
・
心
の
動
き
は
、
お
よ
そ
行
為
が
生
ず
る
源
泉
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
行
為
が
全
体
と
し
て
美
徳
を
表
す
か
悪
徳
を
表
す
か
は
、
こ
の
感

情
・
心
の
動
き
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
こ
の
感
情
・
心
の
動
き
は
、
ふ
た
つ
の
異
な
る
側
面
に
照
ら
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ふ
た
つ
の
異
な
る
も
の
に
関

係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
で
き
る
。
第
一
に
、
感
情
・
心
の
動
き
を
�
き
立
て
る
原
因
・
対
象
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
に
、
感
情
・

心
の
動
き
が
、
標
榜
す
る
目
的
、
生
み
出
そ
う
と
指
向
す
る
結
果
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
で
き
る
。

心
の
動
き
は
、
そ
れ
を
�
き
立
て
る
原
因
・
対
象
と
の
関
係
で
、
似
つ
か
わ
し
い
�似
つ
か
わ
し
く
な
い
、
釣
り
合
い
が
取
れ
て
い
る
�不
釣
合
い
で
あ

る
、
と
い
う
感
じ
を
帯
び
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
感
じ
が
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
心
の
動
き
か
ら
引
き
続
き
生
ず
る
行
為
が
、
適
切

で
あ
る
か
�不
適
切
で
あ
る
か
、
節
度
が
あ
る
か
�は
し
た
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
決
ま
る
。

心
の
動
き
が
標
榜
し
、
生
み
出
そ
う
と
指
向
す
る
結
果
が
、
有
益
で
あ
る
か
�有
害
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
そ
の
心
の
動
き
が
引
き
起
こ
す
行
為
に
、

功
労
が
あ
る
か
�罪
責
が
あ
る
か
、
つ
ま
り
、
褒
賞
に
値
す
る
資
質
が
あ
る
か
�懲
罰
に
値
す
る
資
質
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
決
ま
る
。

（
１
）I.i.３

.５
－７
.
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さ
て
、
行
為
が
、
適
切
で
あ
る
�不
適
切
で
あ
る
、
と
い
っ
た
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
が
成
立
す
る
に
は
ど
ん
な
条
件
が
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

に
つ
い
て
は
、
本
論
の
先
行
章
節
で
説
明
し
ま
し
た
。
以
下
に
お
け
る
わ
た
し
た
ち
の
課
題
は
、
行
為
が
、
褒
賞
に
値
す
る
�懲
罰
に
値
す
る
、
と
い
っ

た
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
が
成
立
す
る
に
は
ど
ん
な
条
件
が
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
一
章

命
題
「
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
映
じ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
る
。」
命
題
「
こ
れ

と
同
じ
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
映
じ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
処
罰
に
値
す
る
と
映
る
。」

１

し
た
が
っ
て
、
間
髪
入
れ
ず
真
っ
直
ぐ
に
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
ね
ぎ
ら
い
を
さ
せ
、
他
人
に
便
益
を
与
え
る
よ
う
に
仕
向
け
る
、
そ
ん
な

感
情
が
、
あ
る
行
為
に
注
が
れ
、
こ
の
行
為
が
そ
ん
な
ふ
う
に
扱
わ
れ
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
映
じ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
目

に
、
こ
の
行
為
は
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

以
下
も
同
様
な
仕
組
み
に
よ
り
ま
す
。
間
髪
入
れ
ず
真
っ
直
ぐ
に
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
処
罰
を
さ
せ
、
他
人
に
害
悪
を
加
え
る
よ
う
に
仕
向

け
る
、
そ
ん
な
感
情
が
、
あ
る
行
為
に
注
が
れ
、
こ
の
行
為
が
そ
ん
な
ふ
う
に
扱
わ
れ
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
映
じ
る
な
ら
ば
、
こ

の
行
為
は
、
処
罰
に
値
す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

２

間
髪
入
れ
ず
真
っ
直
ぐ
に
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
ね
ぎ
ら
い
を
さ
せ
る
感
情
と
は
、
感
謝
の
念
で
す
。
ま
た
、
間
髪
入
れ
ず
真
っ
直
ぐ
に
わ

た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
処
罰
を
さ
せ
る
感
情
と
は
、
憤
り
で
す
。

３

し
た
が
っ
て
、
あ
る
行
為
が
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
映
じ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
、
こ
の
行
為

は
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
同
様
に
、
あ
る
行
為
が
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ

る
と
映
じ
る
な
ら
ば
、
こ
の
行
為
は
、
処
罰
に
値
す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

三
〇
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４

ね
ぎ
ら
う
と
は
、
埋
め
合
わ
せ
て
対
等
に
す
る
こ
と
、
行
い
に
報
い
る
こ
と
、
す
で
に
受
け
取
っ
た
便
益
に
対
し
て
今
度
は
こ
ち
ら
か
ら
便
益
を
返

す
こ
と
で
す
。
処
罰
と
は
、
や
は
り
、
埋
め
合
わ
せ
て
対
等
に
す
る
こ
と
、
行
い
に
報
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
し
か
た
は
別
様
で
あ
っ
て
、
す
で
に
加

え
ら
れ
た
害
悪
に
対
し
て
今
度
は
こ
ち
ら
か
ら
害
悪
を
返
す
こ
と
で
す
。

５

感
謝
の
念
と
憤
り
の
ほ
か
に
も
、
わ
た
し
た
ち
の
関
心
を
他
人
の
幸
福
や
不
幸
に
引
き
込
む
情
念
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ほ
ど

直
接
に
わ
た
し
た
ち
の
心
を
�
き
立
て
、
他
人
の
幸
福
や
不
幸
を
も
た
ら
す
手
立
て
に
な
り
た
い
と
思
わ
せ
る
感
情
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

愛
情
と
敬
意
は
、
人
と
知
り
合
い
・
習
慣
的
に
そ
の
人
物
を
是
認
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
に
育
ま
れ
る
感
情
で
す
。
こ
の
感
情
が
あ
る
と
、
わ
た
し
た

ち
は
ど
う
し
て
も
、
こ
ん
な
に
心
地
よ
い
情
動
を
注
が
れ
る
対
象
の
好
運
を
喜
ば
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
そ
の
好
運
を
い
っ
そ

う
進
め
る
た
め
に
喜
ん
で
手
を
貸
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
の
好
運
が
、
わ
た
し
た
ち
の
手
助
け
を
介
さ
ず
に
実
現
し
て
も
、

わ
た
し
た
ち
の
愛
情
は
完
全
に
満
た
さ
れ
ま
す
。
こ
の
情
念
が
願
う
の
は
、
そ
の
人
物
の
幸
せ
な
す
が
た
を
目
に
す
る
こ
と
に
尽
き
、
そ
の
人
物
の
順
境

を
だ
れ
が
創
り
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
は
無
関
心
な
の
で
す
。

一
方
、
感
謝
の
念
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
恩
義
を
受
け
た
人
物
が
、
わ
た
し

た
ち
の
手
助
け
を
介
さ
ず
に
幸
せ
に
な
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
の
愛
情
は
満
足
し
ま
す
が
、
感
謝
の
念
は
満
た
さ
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
人
物

に
返
礼
を
し
て
し
ま
う
ま
で
は
、
つ
ま
り
、
ほ
か
で
も
な
い
わ
た
し
た
ち
自
身
が
そ
の
人
の
幸
福
を
推
し
進
め
る
手
立
て
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た

ち
の
側
が
背
負
っ
て
い
る
重
荷
、
か
つ
て
そ
の
人
物
が
し
て
く
れ
た
献
身
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
が
背
負
っ
た
借
り
は
、
ま
だ
続
い
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
の
で
す
。

６

同
様
に
、
憎
い
・
嫌
い
だ
と
い
う
気
持
ち
は
、
そ
の
人
を
習
慣
的
に
否
認
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
に
育
ま
れ
る
感
情
で
す
。
こ
の
感
情
が
あ
る
と
、

ま
こ
と
苦
々
し
い
情
念
を
�
き
立
て
る
ふ
る
ま
い
と
人
柄
の
ぬ
し
の
非
運
に
接
し
、
わ
た
し
た
ち
は
意
地
悪
い
喜
び
を
よ
く
い
だ
き
ま
す
。

し
か
し
で
す
。
た
し
か
に
、
嫌
い
だ
・
憎
い
と
い
う
思
い
を
い
だ
く
と
、
わ
た
し
た
ち
は
薄
情
に
な
っ
て
一
切
の
共
感
感
情
を
拒
絶
し
、
思
わ
ず
他
人

の
辛
酸
を
見
て
悦
に
入
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
状
況
の
な
か
に
憤
り
が
ま
っ
た
く
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
自
身
も
友
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人
も
、
面
と
向
か
っ
て
大
し
て
腹
立
た
し
い
扱
い
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
な
ら
ば
、
嫌
い
だ
・
憎
い
と
い
う
思
い
を
い
だ
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
た

し
た
ち
は
当
然
に
、
そ
の
人
の
非
運
を
も
た
ら
す
手
立
て
に
な
り
た
い
と
願
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
非
運
の
発
生
に
関
与
し

て
も
処
罰
さ
れ
る
心
配
が
全
然
な
い
場
合
で
す
ら
、
で
き
る
な
ら
そ
の
非
運
は
自
分
の
手
を
介
さ
ず
に
起
こ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
で
し
ょ
う
。
憎
し
み
に

激
し
く
襲
わ
れ
て
い
る
人
の
耳
に
、
お
そ
ら
く
、
忌
々
し
い
・
い
と
わ
し
い
と
感
じ
て
い
る
相
手
が
不
慮
の
事
故
で
死
亡
し
た
と
い
う
知
ら
せ
は
心
地
よ

く
響
く
で
し
ょ
う
。
こ
の
情
念
は
美
徳
の
涵
養
に
は
あ
ま
り
適
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ
ん
な
人
の
心
に
も
、
や
は
り
�
か
に
一
条
の
正
義
の
光

が
さ
す
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
、
彼
自
身
が
そ
の
非
運
を
起
こ
し
た
原
因
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
故
意
で
な
い
に
し
て

も
、
彼
の
心
を
甚
だ
し
く
傷
つ
け
る
で
し
ょ
う
。
い
わ
ん
や
、
そ
の
非
運
の
発
生
に
意
図
し
て
手
を
貸
す
な
ど
、
考
え
る
だ
け
で
測
り
知
れ
な
い
深
い
傷

を
心
に
負
わ
せ
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
、
ま
こ
と
汚
ら
わ
し
い
こ
の
計
略
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
ぞ
っ
と
し
て
拒
絶
す
る
で
し
ょ
う
。
も
し
彼
が
、
自
分
は

や
ろ
う
と
思
え
ば
そ
ん
な
凶
悪
事
件
を
起
こ
せ
る
の
だ
と
想
像
し
よ
う
も
の
な
ら
、
彼
が
わ
が
姿
を
見
る
目
は
、
自
分
の
嫌
う
対
象
人
物
に
思
い
を
め
ぐ

ら
せ
て
い
た
と
き
と
同
じ
に
な
り
、
毛
嫌
い
す
る
目
で
自
分
を
見
始
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
憤
り
の
感
情
は
別
の
仕
組
み
を
持
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
に
重
大
な
権
利
侵
害
を
加
え
た
人
物
、
た
と
え
ば
、
父
と
か
兄
弟
を
殺
害
し

た
人
物
が
、
事
件
後
ま
も
な
く
熱
病
で
死
ん
だ
り
、
処
刑
台
に
引
き
立
て
ら
れ
た
り
す
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
人
物
の
死
は
、
た
と
え
刑
死
で
あ
ろ
う

と
、
別
の
罪
名
に
よ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
憎
し
み
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
憤
り
を
心
行
く
ま
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
ま
い
。
憤
り
は
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
犯
人
の
処
罰
を
望
ま
せ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
処
罰
が
わ
た
し
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
し
か
も
犯
人
が

わ
た
し
た
ち
に
加
え
た
ま
さ
し
く
そ
の
特
定
の
権
利
侵
害
を
理
由
に
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
ま
せ
る
の
で
す
。
憤
り
を
心
行
く
ま
で
満
足
さ
せ
る
に

は
、
代
わ
っ
て
今
度
は
加
害
者
が
悲
痛
な
目
に
あ
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
加
害
者
が
わ
た
し
た
ち
に
お
こ
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
特
定
の
悪
事
を
理
由
と
し

て
悲
痛
を
味
わ
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

加
害
者
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
行
為
に
つ
い
て
悔
い
・
謝
罪
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
け
じ
め
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
ほ
か
の
人
々

は
、
同
種
の
処
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
を
恐
ろ
し
い
と
思
い
、
同
種
の
侵
害
行
為
で
有
罪
に
な
る
の
は
ご
め
ん
だ
と
怖
気
づ
く
わ
け
で
す
。
こ
の
情
念
を
自

然
に
満
足
さ
せ
て
や
れ
ば
、
処
罰
に
込
め
ら
れ
た
国
政
上
の
目
標
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
者
の
矯
正
と
公
衆
へ
の
見
せ
し
め
は
、
す
べ
て
お
の
ず
か
ら
高
い

確
率
で
実
を
結
び
ま
す
。

三
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以
上
、
感
謝
の
念
と
憤
り
は
、
間
髪
入
れ
ず
真
っ
直
ぐ
に
、
ね
ぎ
ら
い
ま
た
は
処
罰
す
る
よ
う
衝
き
動
か
す
感
情
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
人
物

が
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
映
じ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
、
こ
の
人
物
は
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映

る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
る
人
物
が
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
映
じ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
物
は
、
処

罰
に
値
す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

第
二
章

感
謝
の
念
を
注
が
れ
、
あ
る
い
は
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
に
つ
い
て

１

人
物
や
行
為
が
感
謝
の
念
を
注
が
れ
た
り
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
対
象
に
注
が
れ
る
感
謝
の
念
、
あ
る
い
は
、
ぶ
つ
け
ら
れ
る
憤
り
が
、
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
自
然
に
思
わ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
以
外
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

２

し
か
し
、
感
謝
の
念
と
憤
り
、
ま
た
、
人
間
の
自
然
本
性
に
そ
な
わ
る
ほ
か
の
諸
情
念
も
、
そ
れ
が
適
切
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
時
点
と

は
い
つ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
公
平
な
観
察
者
の
だ
れ
も
が
そ
の
心
を
す
っ
か
り
そ
の
情
念
に
共
感
さ
せ
る
時
で
あ
り
、
我
関
せ
ず
の
見
物
人
も

皆
が
そ
の
情
念
に
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
ゆ
き
、
歩
調
を
合
わ
せ
る
時
点
で
す
。

３

し
た
が
っ
て
、
あ
る
人
物
に
つ
い
て
「
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
対
象
と
し
て
自
然
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
人
が
と
も
か
く
一
人
以
上
お
り
、
し
か
も

そ
の
感
謝
の
念
に
は
す
べ
て
の
人
間
の
心
が
、
思
わ
ず
拍
子
を
合
わ
せ
、
こ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
そ
の
感
謝
の
念
に
喝
采
を
つ
い
贈
る
と
き
、
そ
の
人
物
は

ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
り
ま
す
。
一
方
、
同
じ
よ
う
に
あ
る
人
物
に
つ
い
て
、「
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
と
し
て
自
然
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
人

が
と
も
か
く
一
人
以
上
お
り
、
し
か
も
そ
の
憤
り
を
、
理
非
を
わ
き
ま
え
る
す
べ
て
の
人
間
の
胸
が
、
迷
わ
ず
汲
み
上
げ
、
そ
れ
に
共
感
す
る
と
き
、
そ

の
人
物
は
処
罰
に
値
す
る
と
映
り
ま
す
。

あ
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
と
知
っ
て
だ
れ
も
が
ね
ぎ
ら
い
た
い
と
願
い
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
ね
ぎ
ら
わ
れ
た
と
知
る
と
だ
れ
も
が
晴
れ
晴
れ
す
る
、
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そ
ん
な
行
為
は
、
き
っ
と
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
、
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
と
聞
い
て
だ

れ
も
が
腹
を
立
て
、
そ
の
せ
い
で
処
罰
さ
れ
た
と
知
る
と
だ
れ
も
が
悦
に
入
る
、
そ
ん
な
行
為
は
、
や
は
り
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
き
っ
と
、
処
罰
に
値

す
る
と
映
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

４

�

仲
間
が
順
境
に
あ
っ
て
味
わ
う
歓
び
に
わ
た
し
た
ち
は
共
感
し
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
仲
間
の
好
運
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
何
で
あ
れ
、
そ
の
原

因
に
向
け
ら
れ
る
彼
ら
の
ま
な
ざ
し
に
は
安
�
・
満
足
感
が
自
然
に
こ
も
り
、
そ
の
感
情
を
味
わ
う
仲
間
に
わ
た
し
た
ち
は
心
を
合
わ
せ
ま
す
。
わ
た
し

た
ち
は
、
好
運
を
も
た
ら
し
た
原
因
に
対
し
て
仲
間
が
い
だ
く
愛
慕
・
親
愛
の
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
き
、
続
い
て
そ
の
原
因
を
愛
し
始
め
ま
す
。
好
運
の

原
因
が
壊
さ
れ
る
な
ら
ば
わ
た
し
た
ち
は
彼
ら
を
案
じ
て
気
の
毒
に
な
り
ま
す
し
、
そ
の
原
因
が
彼
ら
の
手
の
届
か
な
い
遠
く
に
あ
っ
て
、
世
話
を
し
た

り
保
護
し
た
り
で
き
な
い
場
合
で
さ
え
も
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
ら
を
気
の
毒
に
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
好
運
の
原
因
が
不
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼

ら
が
失
う
も
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
を
見
る
楽
し
み
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
同
胞
市
民
に
幸
福
を
も
た
ら
し
た
好
運
の
道
具
が
人
間
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
上
の
よ
う
な
共
感
の
仕
組
み
が
一
段
と
ぴ
っ
た
り

当
て
は
ま
る
格
別
な
例
で
す
。

あ
る
人
が
別
の
人
に
よ
っ
て
支
援
・
保
護
・
救
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
目
に
す
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
恵
み
を
受
け
た
人
の
喜
び
に
共
感
し
ま
す
が
、

こ
の
喜
び
の
共
感
感
情
は
、
恵
み
を
受
け
た
人
か
ら
そ
れ
を
授
け
た
人
に
注
が
れ
る
感
謝
の
念
に
わ
た
し
た
ち
が
よ
せ
る
同
類
感
情
を
、
高
ぶ
ら
せ
る
効

果
し
か
も
ち
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
に
喜
び
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
人
物
を
見
つ
め
る
と
き
に
、
彼
が
そ
の
人
物
を
き
っ
と
こ
ん
な
目
で
見
つ
め

る
に
ち
が
い
な
い
と
想
像
し
て
そ
ん
な
目
で
見
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
立
ち
現
れ
る
恩
人
の
す
が
た
は
、
万
人
を
魅
了
し
・
こ
よ
な
く
い
つ
く

し
ま
れ
る
も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
が
ま
こ
と
た
く
さ
ん
恩
義
を
受
け
た
相
手
を
前
に
し
て
い
だ
く
感
謝
の
気
持
ち
に
、

迷
わ
ず
共
感
す
る
の
で
す
し
、
さ
ら
に
続
い
て
、
施
さ
れ
た
善
行
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
彼
が
思
わ
ず
行
う
返
礼
行
為
に
喝
采
を
贈
る
の
で
す
。
わ
た
し

た
ち
は
、
そ
の
返
礼
行
為
を
生
み
出
す
心
の
動
き
の
な
か
に
、
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
ゆ
き
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
の
返
礼
行
為
は
、
あ
ら
ゆ
る
点

で
そ
の
対
象
人
物
に
適
切
で
あ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
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前
節
と
同
じ
仕
組
み
が
以
下
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
同
類
被
造
者
が
辛
酸
を
味
わ
う
の
を
目
に
す
る
と
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
そ
の
悲
し
み

に
共
感
し
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
同
様
に
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
の
辛
酸
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
が
い
だ
く
忌
々
し
い
・

嫌
い
だ
と
い
う
感
情
に
入
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
心
は
、
彼
の
悲
痛
を
く
み
上
げ
て
そ
れ
に
拍
子
を
合
わ
せ
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
同
様
に

し
て
わ
た
し
た
ち
の
心
は
、
彼
が
懸
命
に
辛
酸
の
原
因
を
追
い
払
っ
た
り
壊
そ
う
と
し
た
り
す
る
気
骨
に
同
調
し
て
高
ぶ
り
ま
す
。

同
類
被
造
者
が
苦
境
に
あ
え
い
で
い
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
人
に
付
き
添
う
の
は
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
消
極
的
な
あ
の
同
類
感
情
﹇I.iii.１

.９

参

照
﹈
に
従
う
か
ら
で
あ
り
、
一
方
、
彼
が
懸
命
に
苦
難
を
追
い
払
っ
た
り
、
苦
難
の
原
因
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
を
満
足
さ
せ
た
り
す
る
と
き
、
わ
た
し
た

ち
が
そ
の
人
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
の
は
、
も
っ
と
精
気
に
満
ち
積
極
的
な
感
情
に
従
う
か
ら
な
の
で
す
が
、
前
者
の
消
極
的
な
感
情
は
、
後
者
の
積
極
的

な
感
情
に
迷
わ
ず
席
を
譲
り
ま
す
。

苦
難
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
が
人
間
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
上
の
よ
う
な
共
感
の
仕
組
み
が
一
段
と
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
格
別
な
例
で
す
。

あ
る
人
が
も
う
ひ
と
り
の
人
に
虐
待
さ
れ
た
り
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
を
目
に
す
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
被
害
者
の
辛
酸
に
共
感
し

ま
す
が
、
こ
の
共
感
感
情
は
、
被
害
者
か
ら
加
害
者
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
憤
り
に
わ
た
し
た
ち
が
よ
せ
る
同
類
感
情
を
、
高
ぶ
ら
せ
る
効
果
し
か
も
た
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
被
害
者
が
そ
の
敵
対
者
に
反
撃
す
る
の
を
見
て
う
れ
し
く
思
い
、
被
害
者
が
防
戦
に
奮
闘
す
る
と
き
に
は
い
つ

で
も
助
け
る
熱
意
と
心
構
え
を
も
ち
ま
す
。
被
害
者
が
仕
置
き
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
し
か
る
べ
き
限
度
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
被
害

者
を
手
助
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
被
害
者
が
そ
の
戦
い
で
命
を
落
と
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
害
者
の
友
人
・
親
族
が
現
に
い
だ
い
て
い
る
実

際
の
憤
り
に
共
感
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
は
、
空
想
の
世
界
で
亡
き
被
害
者
に
架
空
の
憤
り
を
添
加
し
、
そ
の
憤
り
に
も
共
感
し
ま
す
。
も
と
よ

り
、
被
害
者
は
、
憤
り
や
そ
の
他
の
人
間
ら
し
い
感
情
を
も
は
や
い
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
被
害
者
の
状
況
に
わ
が
身
を

置
き
、
い
わ
ば
、
被
害
者
の
亡
骸
に
入
っ
て
い
き
、
変
形
し
切
り
刻
ま
れ
た
亡
骸
に
、
わ
た
し
た
ち
の
想
像
の
な
か
で
英
気
を
与
え
・
よ
み
が
え
ら
せ
る

こ
と
が
、
あ
る
程
度
は
で
き
る
の
で
す
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
被
害
者
の
状
況
を
わ
が
胸
の
奥
に
親
し
く
思
い
描
く
と
き
わ
た
し
た

ち
に
感
じ
ら
れ
る
情
動
と
は
、
上
の
場
面
で
も
他
の
多
く
の
場
面
で
も
、
主
た
る
当
事
者
に
は
そ
も
そ
も
感
じ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
た
ち
が
架

空
の
共
感
を
被
害
者
に
よ
せ
る
こ
と
で
感
じ
る
も
の
な
の
で
す
。
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わ
た
し
た
ち
の
空
想
の
な
か
で
被
害
者
は
甚
大
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
害
を
被
っ
た
姿
に
映
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
共
感
し
て
落
涙
す
る
こ
と
は
、

わ
た
し
た
ち
が
被
害
者
に
対
し
て
負
う
義
務
の
う
ち
、
ほ
ん
の
小
さ
な
部
分
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
被
害
者
を
さ
い
な
む
権
利
侵
害
こ
そ
、
わ
た

し
た
ち
か
ら
も
っ
ぱ
ら
注
目
さ
れ
る
事
情
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
わ
た
し
た
ち
は
思
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
憤
り
は
、
被
害
者
が
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
わ
た
し
た
ち
が
想
像
す
る
感
情
で
あ
り
、
も
し
も
冷
た
く
な
っ
て
鼓
動
の
消

え
た
被
害
者
の
体
に
地
上
の
出
来
事
の
意
識
が
残
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
被
害
者
が
感
じ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
憤
り
で
す
。
被
害
者
の
血
は
、
仕
置
き
を

声
高
に
要
求
す
る
と
わ
た
し
た
ち
は
思
い
ま
す
。
ほ
か
で
も
な
い
死
者
そ
の
人
の
灰
は
、
自
分
の
受
け
た
権
利
侵
害
は
仕
返
し
さ
れ
ず
に
忘
却
さ
れ
る
定

め
で
あ
る
と
考
え
て
悶
々
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
殺
人
者
の
枕
元
に
は
怨
念
が
つ
き
ま
と
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
民
間
伝
承

の
想
像
で
す
が
、
墓
穴
か
ら
亡
霊
が
立
ち
昇
り
、
早
す
ぎ
る
死
を
も
た
ら
し
た
犯
人
に
仕
置
き
を
要
求
す
る
と
考
え
ら
れ
た
り
す
る
の
は
す
べ
て
、
わ
た

し
た
ち
が
死
者
の
架
空
の
憤
り
に
こ
の
自
然
な
共
感
を
よ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。

自
然
は
、
処
罰
が
役
立
つ
目
的
を
あ
れ
こ
れ
と
人
間
に
算
段
さ
せ
る
よ
り
も
先
に
、
ま
ず
は
、
神
聖
で
必
ず
断
行
さ
れ
る
互
酬
応
報
の
法
を
す
ぐ
さ
ま

本
能
的
に
是
認
す
る
感
情
を
、
き
わ
め
て
強
力
な
・
深
く
沁
み
と
お
っ
て
色
褪
せ
な
い
文
字
で
人
間
の
胸
に
こ
ん
な
ふ
う
に
刻
印
し
て
お
い
た
の
で
す
。

第
三
章

命
題
「
恵
み
を
も
た
ら
す
人
物
の
ふ
る
ま
い
が
是
認
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
恵
み
を
受
け
る
人
の
感
謝
の
念
に
ほ
と
ん
ど
共
感
は
よ
せ
ら
れ

な
い
。」
命
題
「
逆
に
、
危
害
を
加
え
る
人
物
の
動
機
が
否
認
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
危
害
を
被
る
人
の
憤
り
に
は
い
か
な
る
共
感
も
よ
せ
ら

れ
な
い
。」

１

し
か
し
以
下
の
事
実
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

動
作
を
起
こ
す
人
の
行
為
や
意
図
が
、
そ
の
相
手
方
、
そ
の
動
作
を
受
け
る
身
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
相
手
に
対
し
、
ど
ん
な
に

大
き
な
恵
み
、
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
に
深
刻
な
危
害
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
恵
み
を
も
た
ら
し
た
そ
の
行
為
者
の
動
機
に
適
切
さ
は
な
か
っ
た
、
と

わ
た
し
た
ち
の
目
に
映
り
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
ふ
る
ま
い
を
支
配
し
た
心
の
動
き
に
入
り
込
ん
で
ゆ
け
な
い
な
ら
ば
、
恵
み
を
受
け
る
人
物
が
い
だ
く

感
謝
の
念
に
わ
た
し
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
共
感
し
ま
せ
ん
。
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一
方
、
危
害
を
も
た
ら
し
た
そ
の
行
為
者
の
動
機
に
不
適
切
さ
は
な
か
っ
た
、
と
わ
た
し
た
ち
の
目
に
映
り
、
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
支
配

し
た
心
の
動
き
は
、
ど
う
し
て
も
わ
た
し
た
ち
が
入
り
込
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
害
に
さ
い
な
ま
れ
る
人
物
の
憤
り
に
わ
た

し
た
ち
は
い
か
な
る
共
感
も
よ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

前
者
の
裨
益
行
為
に
注
が
れ
る
ど
ん
な
感
謝
の
念
も
ほ
と
ん
ど
適
正
だ
と
は
思
わ
れ
ず
、
後
者
の
加
害
行
為
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
ど
ん
な
憤
り
も
す
べ
て

不
正
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
前
者
の
裨
益
行
為
を
見
て
も
、
ほ
と
ん
ど
ね
ぎ
ら
い
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
、
後
者
の
加
害
行
為
を
見
て
も
、
ま
っ
た
く

処
罰
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

２

�

わ
た
し
が
第
一
に
呈
示
す
る
命
題
は
、「
わ
た
し
た
ち
が
行
為
者
の
心
の
動
き
に
共
感
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
支
配
し
た
動

機
に
適
切
さ
が
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
、
そ
ん
な
行
為
か
ら
恵
み
を
受
け
た
人
物
の
感
謝
の
念
に
入
り
込
ん
で
ゆ

く
気
に
は
な
れ
な
い
」
と
い
う
も
の
で
す
。

き
わ
め
て
些
細
な
動
機
か
ら
き
わ
め
て
大
き
な
恵
み
を
も
た
ら
す
行
為
、
た
と
え
ば
、
姓
名
が
た
ま
た
ま
同
じ
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
一
財
産
を

贈
与
す
る
行
為
は
、
高
潔
無
私
の
美
徳
を
愚
か
し
く
垂
れ
流
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
行
為
に
は
ほ
ん
の
�
か
な
返
礼
を
す
る
だ
け
で
適
正
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
裨
益
行
為
は
、
そ
れ
と
釣
り
合
い
の
と
れ
た
代
償
を
請
求
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
行
為
者
の
愚
行

を
軽
蔑
す
る
の
で
、
そ
の
気
持
ち
に
邪
魔
さ
れ
、
善
行
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
人
の
感
謝
の
念
に
諸
手
を
挙
げ
て
入
り
こ
ん
で
ゆ
け
な
い
の
で
す
。
彼
の
恩
人

は
、
感
謝
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
恩
義
を
背
負
っ
た
人
の
境
遇
に
わ
が
身
を
置
く
と
き
、
自
分
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
恩
人
に
は
大

し
て
畏
敬
の
念
を
い
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
は
「
も
っ
と
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
人
柄
に
こ
そ
与
え

ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
従
順
な
畏
敬
・
敬
意
は
、
お
お
か
た
注
が
な
く
て
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
免
除
を
、
恵
み
を
受
け
た
人
に
苦
も
な

く
言
い
渡
し
ま
す
。恵
み
を
受
け
た
人
が
そ
の
浅
薄
な
友
達
を
い
つ
も
親
切
と
情
け
深
さ
を
も
っ
て
遇
し
て
い
れ
ば
、わ
た
し
た
ち
は
た
め
ら
わ
ず
、「
も
っ

と
頼
り
が
い
の
あ
る
後
援
者
に
対
し
て
こ
そ
要
求
さ
れ
る
気
遣
い
と
配
慮
は
、
お
お
か
た
注
が
な
く
て
よ
ろ
し
い
」
と
彼
に
許
可
し
て
や
り
ま
す
。

君
主
の
な
か
に
は
、寵
臣
た
ち
に
山
の
よ
う
な
富
・
権
力
・
名
誉
を
あ
ら
ん
か
ぎ
り
ば
ら
撒
い
た
者
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、そ
ん
な
君
主
が
�
き
立
て
・

親
身
に
よ
せ
ら
れ
る
愛
着
は
、
も
っ
と
つ
つ
ま
し
い
寵
愛
し
か
示
さ
な
い
君
主
が
し
ば
し
ば
味
わ
う
愛
着
の
深
さ
に
及
ん
だ
た
め
し
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
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せ
ん
。
ブ
リ
テ
ン
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
浪
費
は
、
悪
気
は
な
い
も
の
の
見
境
な
く
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
浪
費
に
よ
っ
て
彼
の
身
に
親
し
く
愛
着
の

情
を
よ
せ
た
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
君
主
は
社
交
的
で
害
意
と
は
無
縁
の
性
分
で
し
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の

友
人
も
な
い
生
涯
を
生
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
一
方
、
そ
の
息
子
は
父
親
よ
り
も
質
実
で
鋭
い
眼
力
を
備
え
て
い
ま
し
た
。
彼
の
ふ
だ
ん
の
立
ち
居
振

る
舞
い
に
は
、
よ
そ
よ
そ
し
く
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
厳
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
主
と
貴
族
は
こ
ぞ
っ
て

こ
の
君
主
の
掲
げ
る
大
義
の
た
め
に
自
ら
の
命
と
財
貨
を
危
険
に
さ
ら
し
ま
し
た
（
２
）。

３

�

わ
た
し
が
第
二
に
呈
示
す
る
命
題
は
、「
行
為
者
の
ふ
る
ま
い
は
、
わ
た
し
た
ち
が
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
ゆ
き
是
認
す
る
動
機
・
心
の
動
き

に
よ
っ
て
隅
々
ま
で
指
揮
さ
れ
て
い
た
、
と
映
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
、
そ
の
ふ
る
ま
い
か
ら
被
害
を
受
け
た
人
の
憤
り
に
は
一
切
共

感
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
被
害
者
に
加
え
ら
れ
た
危
害
が
ど
ん
な
に
甚
大
で
あ
っ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
。」
と
い
う
も
の
で
す
。

二
人
が
け
ん
か
を
す
る
と
き
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
そ
の
一
方
に
味
方
し
て
そ
の
憤
り
を
丸
ご
と
汲
み
上
げ
る
な
ら
ば
、
も
う
一
方
の
憤
り
に
入
り
込

ん
で
ゆ
く
の
は
無
理
な
こ
と
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
共
感
を
よ
せ
て
い
る
人
物
と
は
、
そ
の
動
機
に
わ
た
し
た
ち
が
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
人
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
言
い
分
を
正
し
い
と
み
な
し
て
い
る
人
で
す
。
こ
う
し
た
共
感
感
情
を
も
つ
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、
他
方
の
言
い
分

を
間
違
っ
て
い
る
と
み
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
他
方
の
側
に
対
し
て
薄
情
に
な
り
、
同
類
感
情
を
一
切
拒
否
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
後
者
の
当
事
者
が
ど
ん
な
危
害
を
被
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
被
害
の
程
度
が
、
自
分
だ
っ
た
ら
そ
の
人
に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
だ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
苦
し
み
を
超
え
な
い
か
ぎ
り
、ま
た
、胸
に
湧
く
怒
り
の
共
感
感
情
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
自
分
だ
っ
た
ら
そ
の
人
に
加
え
る
気
に
な
っ

た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
痛
み
を
超
え
な
い
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
の
被
害
を
見
て
も
不
愉
快
に
な
っ
た
り
、
腹
を
立
て
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

人
で
な
し
の
殺
人
犯
が
処
刑
台
に
引
き
立
て
ら
れ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
不
幸
に
と
も
か
く
な
に
が
し
か
の
い
た
わ
り
を
持
ち
ま
す
が
、
犯
人

が
訴
追
者
や
裁
判
官
に
悪
態
を
つ
く
ほ
ど
無
定
見
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
犯
人
の
憤
り
に
い
か
な
る
同
類
感
情
も
よ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
し

か
に
、
訴
追
者
や
裁
判
官
が
こ
ん
な
悪
質
な
犯
罪
者
に
ぶ
つ
け
る
正
当
な
憤
り
は
、
疑
い
も
な
く
犯
人
に
と
っ
て
き
わ
め
て
致
命
的
・
破
滅
的
な
結
果
を

自
然
に
指
向
し
ま
す
。
し
か
し
、
胸
裏
に
事
情
を
親
し
く
思
い
描
く
と
汲
み
上
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
感
情
に
そ
ん
な
指
向
性
が
あ
っ
て
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も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
不
愉
快
に
思
う
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

第
四
章

こ
れ
ま
で
の
諸
章
の
概
要
再
述

１

�

以
上
の
と
お
り
、
あ
る
人
か
ら
別
の
人
に
注
が
れ
る
感
謝
の
念
に
、
わ
た
し
た
ち
が
す
っ
か
り
心
の
底
か
ら
共
感
す
る
条
件
は
、「
感
謝
さ
れ

て
い
る
相
手
が
好
運
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
、「
好
運
を
も
た
ら
し
た
相
手
の
動
機
に
わ
た
し
た
ち
が
す
っ

か
り
歩
調
を
合
わ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
心
は
、
行
為
者
の
主
義
を
採
択
し
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
支
配
し
た
一

切
の
心
の
動
き
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
後
に
、
初
め
て
、
彼
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
恵
み
を
受
け
た
人
の
感
謝
の
念
に
す
っ
か
り
共
感
し
、
拍
子
を
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
し
も
恩
人
の
ふ
る
ま
い
に
は
ま
っ
た
く
適
切
さ
が
な
か
っ
た
と
映
る
な
ら
ば
、
彼
の
ふ
る
ま
い
が
ど
ん
な
に
大
き
な
恵
み

を
生
み
出
そ
う
と
も
、
彼
の
ふ
る
ま
い
は
、
な
ん
ら
釣
り
合
い
の
と
れ
た
見
返
り
を
請
求
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
是
非
に
も
要
求
す
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

２

し
か
し
、
そ
の
行
為
に
は
恵
み
深
い
傾
向
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
生
ん
だ
心
の
動
き
が
適
切
で
あ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
行
為
者
の

動
機
に
す
っ
か
り
共
感
し
、
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ほ
か
で
も
な
い
行
為
者
そ
の
人
に
愛
す
る
理
由
を
認
め
て
彼

に
愛
情
を
い
だ
き
、
こ
の
愛
情
は
、
彼
の
善
行
の
お
か
げ
で
順
境
に
あ
る
人
々
の
感
謝
の
念
に
わ
た
し
た
ち
が
よ
せ
る
同
類
感
情
を
、
高
鳴
ら
せ
・
生
き

生
き
と
さ
せ
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
行
為
者
の
お
こ
な
い
を
見
る
と
、
こ
れ
と
釣
り
合
う
よ
う
な
見
返
り
を
請
求
し
て
い
る
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
そ
れ
を
声
高
に
要
求
し
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
づ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
見
返
り
を
献
じ
る
よ
う
衝
き
動
か
す
感
謝
の
念
に
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
つ
ぎ
に
、

（
２
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
（１５６６

－１６２５

）
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
を
兼
務
し
、
彼
の
地
で
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
継
が
息
子
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世

（１６００
－４９

）
で
あ
り
、
彼
と
庶
民
院
と
の
抗
争
は
内
戦
に
発
展
し
た
。
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こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
が
、
行
為
者
を
ね
ぎ
ら
う
よ
う
衝
き
動
か
す
感
情
に
す
っ
か
り
共
感
し
て
こ
の
感
情
を
是
認
す
る
と
き
、
恩
人
は
ね
ぎ
ら
い
の
適

切
な
対
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
行
為
を
生
ん
だ
心
の
動
き
を
是
認
し
、
こ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
そ
の
行
為
を
是
認
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
行
為
の
的
に
さ
れ
て
い
る
人
物
を
見
て
、
そ
う
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
、
似
つ
か
わ
し
い
対
象
で
あ
る
と
み
な
さ
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。

３

�

前
節
と
同
じ
仕
組
み
が
以
下
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
あ
る
人
か
ら
別
の
人
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
憤
り
に
、
わ
た
し
た
ち
が
共
感
す
る
条
件
は
、「
怒

ら
れ
て
い
る
相
手
が
非
運
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、「
非
運
を
も
た
ら
し
た
相
手
の
動
機
に
わ
た
し
た
ち
が
入

り
込
ん
で
ゆ
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
行
為
者
の
動
機
を
否
認
し
、
わ
が
心
は
彼
の
ふ
る
ま
い
を
支
配
し
た

心
の
動
き
に
ど
ん
な
共
感
も
拒
絶
す
る
と
感
じ
た
後
に
、
初
め
て
、
被
害
者
の
憤
り
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
し
も
行
為
者
の
心
の
動

き
に
ま
っ
た
く
不
適
切
さ
は
な
か
っ
た
と
映
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
行
為
が
、
標
的
に
さ
れ
た
人
々
に
ど
れ
ほ
ど
致
命
的
な
害
を
も
た
ら
す

傾
向
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
の
行
為
は
、
な
ん
ら
処
罰
に
値
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
憤
り
も
ぶ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
対
象
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

４

し
か
し
、
そ
の
行
為
が
害
を
も
た
ら
す
傾
向
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
行
為
を
生
ん
だ
心
の
動
き
が
不
適
切
で
あ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
は
、

忌
々
し
い
と
い
う
思
い
を
こ
め
て
、
行
為
者
の
動
機
に
一
切
の
同
類
感
情
を
拒
否
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
心
の
底
か
ら
す
っ
か
り
被
害

者
の
憤
り
に
共
感
し
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
行
為
者
の
そ
ん
な
お
こ
な
い
は
、
こ
れ
と
釣
り
合
う
よ
う
な
処
罰
に
値
す
る
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
そ
ん
な
処
罰
を
声
高
に
要
求
し
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
づ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
処
罰
す
る
よ
う
衝
き
動
か
す
憤
り
に
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
ゆ
き
、
こ
れ
と
相
ま
っ
て
、
こ
の
憤
り

を
是
認
し
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
が
、
処
罰
す
る
よ
う
衝
き
動
か
す
感
情
に
す
っ
か
り
共
感
し
、
こ
れ
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
感
情
を
是

認
す
る
と
き
、
加
害
者
は
、
ど
う
し
て
も
処
罰
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

四
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こ
の
場
合
に
も
や
は
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
行
為
を
生
ん
だ
心
の
動
き
を
是
認
し
、
こ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
そ
の
行
為
を

是
認
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
行
為
の
的
に
さ
れ
て
い
る
人
物
を
見
て
、
そ
う
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
、
似
つ
か
わ
し
い
対
象

で
あ
る
と
み
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

第
五
章

功
労
と
罪
責
の
感
覚
の
分
析

１

�

以
上
の
と
お
り
で
す
か
ら
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
も
つ
感
覚
は
、
動
作
を
起
こ
す
人
物
の
心
の
動
き
・
動
機
に
よ
せ

ら
れ
る
共
感
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
直
接
的
共
感
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
ふ
る
ま
い
の
功
労
に
つ
い
て
わ
た

し
た
ち
が
も
つ
感
覚
は
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
そ
の
動
作
を
受
け
る
身
に
や
ど
る
感
謝
の
念
に
共
感
す
る
こ
と
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
わ
た
し

は
こ
れ
を
間
接
的
共
感
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

２

わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
恩
人
の
動
機
を
是
認
し
、
そ
の
後
よ
う
や
く
初
め
て
、
彼
か
ら
恵
み
を
受
け
た
人
が
い
だ
く
感
謝
の
念
に
諸
手
を
挙
げ
て
入

り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
功
労
の
感
覚
は
、
複
合
的
な
感
覚
で
あ
っ
て
、
ふ
た
つ
の
異
な
る
情
動
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
行
為
者
の
諸
感
情
に
よ
せ
ら
れ
る
直
接
的
共
感
、
お
よ
び
、
彼
の
行
為
か
ら
恵
み
を
受
け
取
る
人
が
い
だ
く
感
謝
の
念
に
よ
せ
ら
れ

る
間
接
的
共
感
で
す
。

３

上
の
二
つ
の
異
な
る
情
動
は
、
個
々
の
人
柄
や
行
為
に
対
し
て
わ
た
し
た
ち
が
も
つ
「
褒
賞
に
値
す
る
」
と
い
う
感
覚
の
な
か
で
、
結
合
し
て
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ふ
た
つ
を
識
別
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
様
々
な
場
面
で
簡
単
に
で
き
ま
す
。

歴
史
書
を
繙
き
、
適
切
で
恵
み
深
い
偉
大
な
心
の
な
せ
る
行
動
に
つ
い
て
読
む
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
ん
な
に
没
頭
し
て
そ
ん
な
行
動
の
計
画
に
入

り
込
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
行
動
を
指
揮
す
る
旺
盛
な
高
潔
無
私
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
ん
な
に
心
躍
ら
せ
る
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
が
成
功
し

て
ほ
し
い
と
わ
た
し
た
ち
は
ど
ん
な
に
ひ
た
む
き
に
望
む
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
の
挫
折
を
み
て
わ
た
し
た
ち
は
ど
ん
な
に
心
を
痛
め
る
で
し
ょ
う
か
。
わ
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た
し
た
ち
は
想
像
の
な
か
で
、
脳
裏
に
映
し
出
さ
れ
る
行
動
の
ぬ
し
・
そ
の
本
人
に
な
り
き
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
は
空
想
の
世
界
で
、
歴
史

の
か
な
た
に
忘
却
さ
れ
た
冒
険
の
現
場
に
わ
が
身
を
移
転
さ
せ
、
ス
キ
ピ
オ
、
カ
ミ
ッ
ル
ス
、
テ
ィ
モ
レ
オ
ン
、
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の
よ
う
な
人
物
の
役

割
を
演
じ
る
自
分
の
姿
を
想
像
す
る
の
で
す
（
３
）。

こ
こ
の
と
こ
ろ
ま
で
で
わ
た
し
た
ち
の
感
情
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
動
作
を
起
こ
す
人
物
に
よ
せ
る
直
接
的
共
感
で
す
。
し
か
し
さ
ら
に
、
そ
ん
な
行

為
か
ら
恵
み
を
受
け
る
人
た
ち
に
よ
せ
る
間
接
的
共
感
も
ま
た
、
直
接
的
共
感
に
劣
ら
ず
、
手
ご
た
え
の
確
か
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し

た
ち
は
、恵
み
を
受
け
た
人
た
ち
の
境
遇
に
わ
が
身
を
置
く
と
き
は
い
つ
で
も
、ま
こ
と
精
魂
込
め
て
献
身
し
て
く
れ
た
人
に
彼
ら
が
注
ぐ
感
謝
の
念
に
、

ど
ん
な
に
温
か
く
愛
情
こ
ま
や
か
な
同
類
感
情
を
も
っ
て
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
は
、
恵
み
を
受
け
た
人
た
ち
の
列
に
伍
し
て
、
彼
ら
の
恩
人
を
、
い
う
な
れ
ば
、
抱
擁
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
胸
は
迷
わ
ず
、
感
極
ま
っ

た
彼
ら
の
感
謝
の
気
持
ち
に
共
感
し
ま
す
。
彼
ら
が
恩
人
に
ど
れ
ほ
ど
名
誉
を
捧
げ
、
ど
ん
な
に
返
礼
の
品
を
献
呈
し
て
も
、
そ
れ
が
多
す
ぎ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
と
わ
た
し
た
ち
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
が
こ
う
し
た
適
切
な
返
礼
で
恩
人
の
献
身
に
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
心
か
ら

彼
ら
に
喝
采
を
贈
り
、
歩
調
を
合
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
か
ら
察
し
て
自
ら
の
背
負
っ
た
恩
義
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
て
い
な
い
様
子
で
あ

る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
計
り
知
れ
な
い
衝
撃
を
受
け
ま
す
。

要
す
る
に
、
献
身
裨
益
の
行
為
に
は
功
労
が
あ
る
・
褒
賞
に
値
す
る
と
い
う
感
覚
、
そ
う
い
う
行
為
に
返
礼
を
し
て
埋
め
合
わ
せ
、
今
度
は
そ
の
行
為

を
遂
行
し
た
人
物
に
喜
び
を
か
み
し
め
て
も
ら
う
の
は
適
切
で
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
感
覚
、
こ
う
し
た
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
は
こ
と
ご
と
く
、
感
謝
と
愛

の
共
感
感
情
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
共
感
感
情
を
い
だ
い
て
、
主
た
る
当
事
者
の
事
情
を
わ
が
胸
に
親
し
く
思
い
描
く
と

き
、
そ
ん
な
適
切
・
高
貴
な
恵
み
深
い
行
動
を
と
れ
た
人
物
の
も
と
へ
と
我
を
忘
れ
て
自
然
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

４

�

前
節
と
同
じ
仕
組
み
が
以
下
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
ふ
る
ま
い
の
不
適
切
さ
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
も
つ
感
覚
は
、
行
為
者
の
心
の
動
き
・
動

機
に
対
し
て
共
感
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
し
て
直
接
的
反
感
を
も
つ
こ
と
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に

罪
責
が
あ
る
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
は
、
こ
こ
で
も
わ
た
し
が
用
い
る
呼
称
を
使
え
ば
、
被
害
者
の
憤
り
に
よ
せ
る
間
接
的
共
感
か
ら
湧
き
上
が
り

ま
す
。
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５

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
心
が
ま
ず
行
為
者
の
動
機
を
否
認
し
、
そ
の
動
機
に
対
す
る
一
切
の
同
類
感
情
を
拒
絶
し
、
そ
の
後
よ
う
や
く
初
め
て
、

被
害
者
の
憤
り
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
罪
責
の
感
覚
は
、
功
労
の
感
覚
と
同
様
、
複
合
的
な
感
覚
で
あ
っ
て
、
ふ
た
つ
の

異
な
る
情
動
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
行
為
者
の
諸
感
情
に
向
け
ら
れ
る
直
接
的
反
感
、
お
よ
び
、
被
害
者
の
憤
り
に
よ
せ
ら

れ
る
間
接
的
共
感
で
す
。

６

上
の
二
つ
の
異
な
る
情
動
は
、
個
々
の
人
柄
や
行
為
に
対
し
て
わ
た
し
た
ち
が
も
つ
「
懲
罰
に
値
す
る
」
と
い
う
感
覚
の
な
か
で
、
結
合
し
て
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ふ
た
つ
を
識
別
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
様
々
な
場
面
で
簡
単
に
で
き
、
こ
の
点
で
褒
賞
に
値
す
る
と
い
う
感
覚
の
場
合
と

同
様
で
す
。

歴
史
書
を
繙
き
、
ボ
ル
ジ
ア
や
ネ
ロ
（
４
）の
よ
う
な
人
物
の
裏
切
り
と
残
虐
に
つ
い
て
読
む
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
心
は
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
を
支
配
し
た
厭

わ
し
い
感
情
に
い
き
り
立
ち
、
そ
ん
な
汚
ら
わ
し
い
動
機
に
ぞ
っ
と
し
て
身
の
毛
が
よ
だ
ち
、
一
切
の
同
類
感
情
を
拒
絶
し
ま
す
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
ま
で
で
わ
た
し
た
ち
の
感
情
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
行
為
者
の
心
の
動
き
に
向
け
ら
れ
る
直
接
的
反
感
で
す
。
し
か
し
さ
ら
に
、
被
害

（
３
）
こ
れ
ら
の
四
人
す
べ
て
は
、
そ
の
業
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
衆
の
不
評
に
苦
し
ん
だ
。Publius

C
ornelius

Scipio
A
fricanus

（２３６
－１８３

B
C

）
は
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
で
ハ
ン

ニ
バ
ル
を
負
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
を
征
服
し
て
ロ
ー
マ
を
利
し
た
が
、
監
察
官
カ
ト
ー
は
、
彼
と
そ
の
兄
弟
を
公
職
に
相
応
し
く
な
い
と
批
判
し
た
た
め
、
ス
キ
ピ
オ
は
離
職
し
た
。

M
arcus

Furius
C
am
illus

は
紀
元
前
四
世
紀
初
頭
の
ロ
ー
マ
の
将
軍
に
し
て
政
治
家
で
あ
り
、
戦
利
品
を
手
元
に
置
い
た
と
い
う
理
由
で
追
放
さ
れ
た
が
、
ガ
リ
ア
人
が
ロ
ー
マ
を

占
領
し
た
と
き
呼
び
戻
さ
れ
、
ガ
リ
ア
人
を
打
ち
負
か
し
た
（
紀
元
前
三
九
〇
年
頃
）。Tim

oleon
of
C
orinth

は
共
謀
し
て
自
分
の
兄
弟
を
陥
れ
、
コ
リ
ン
ト
ス
の
町
を
専
制
か
ら

救
出
す
る
の
を
手
助
け
し
た
（
紀
元
前
三
六
五
年
頃
）。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兄
弟
を
死
な
せ
た
た
め
に
悪
評
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
消
え
る
の
は
、
コ
リ
ン
ト
ス
人
が
彼

を
シ
チ
リ
ア
に
派
遣
し
て
植
民
都
市
の
シ
ラ
ク
サ
を
専
制
君
主D

ionysius
II

か
ら
解
放
し
た
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。A

ristides

（
紀
元
前
四
六
八
年
頃
死
去
）
は
「
正
義
の
人
」

の
異
名
を
持
つ
ア
テ
ネ
の
政
治
家
で
あ
り
、
ま
た
、
マ
ラ
ト
ン
で
ペ
ル
シ
ャ
軍
と
戦
っ
た
（
紀
元
前
四
九
〇
年
）
司
令
官
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
に
反
対
し
た
た

め
に
紀
元
前
四
八
二
年
か
ら
四
八
〇
年
の
あ
い
だ
陶
片
追
放
を
受
け
た
。
し
か
し
、
彼
は
呼
び
戻
さ
れ
、
サ
ラ
ミ
ス
と
プ
ラ
テ
ア
で
ペ
ル
シ
ャ
軍
を
打
ち
負
か
し
、
指
導
的
役
割
を

演
じ
た
。

（
４
）C

esare
B
orgia

（１４７６
－１５０７

）
は
イ
タ
リ
ア
の
君
主
で
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
を
『
君
主
論
』
の
執
筆
に
駆
り
立
て
た
原
因
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。N

ero

（３７
－６８

）
は
在
位

五
四－

六
八
年
の
ロ
ー
マ
皇
帝
。
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者
の
憤
り
に
よ
せ
ら
れ
る
間
接
的
共
感
は
、
直
接
的
反
感
よ
り
も
一
段
と
手
ご
た
え
の
あ
る
確
か
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
人

間
を
苦
し
め
る
あ
ん
な
害
獣
か
ら
侮
辱
・
謀
殺
・
裏
切
り
に
あ
っ
た
人
た
ち
の
境
遇
を
親
し
く
胸
に
思
い
描
く
と
き
、
現
世
で
あ
ん
な
に
い
ば
り
ち
ら
す

人
で
な
し
の
虐
待
者
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
怒
り
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
は
無
辜
の
被
害
者
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
辛
酸
に
共
感
を
よ
せ
ま
す
が
、
こ
の
共
感
は
、
被
害
者
の
正
当
で
自
然
な
憤
り
に
よ

せ
る
同
類
感
情
ほ
ど
に
は
痛
切
で
な
く
、
ま
た
、
生
き
生
き
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
前
者
の
共
感
感
情
は
、
後
者
の
同
類
感
情
を
高
揚
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
被
害
者
の
辛
酸
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
敵
愾
心
を
燃
え
立
た
せ
・
炸
裂
さ
せ
る
効
果
し
か

も
ち
ま
せ
ん
。
被
害
者
の
あ
え
ぎ
苦
し
み
を
思
う
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
本
気
に
な
っ
て
被
害
者
に
味
方
し
て
虐
待
者
に
立
ち
向
か
い
、
ま
す

ま
す
熱
意
を
込
め
て
被
害
者
が
立
て
る
仕
置
き
の
計
略
に
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
ゆ
き
、
そ
し
て
、
想
像
の
な
か
で
わ
た
し
た
ち
自
身
の
手
が
鉄
槌
を
振

り
上
げ
、
社
会
の
法
を
踏
み
に
じ
っ
た
あ
ん
な
者
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
罰
を
、
つ
ま
り
、
怒
り
の
共
感
感
情
が
「
彼
ら
の
犯
罪
行
為
に
科
す
の
が
適
正
で

あ
る
」
と
告
げ
る
罰
を
加
え
よ
う
と
絶
え
ず
感
じ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
陰
惨
な
ふ
る
ま
い
を
み
て
ぞ
っ
と
し
・
お
ぞ
ま
し
い
と
感
じ
、
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
が
適
切
に
処
罰
さ
れ
た
こ
と
を
耳
に
し
て

清
々
す
る
一
方
、
そ
の
ふ
る
ま
い
が
こ
の
適
正
な
返
報
を
ま
ぬ
か
れ
る
と
き
に
は
怒
り
を
感
じ
ま
す
。
要
す
る
に
、
加
害
行
為
は
懲
罰
に
値
す
る
と
い
う

感
覚
、
そ
ん
な
行
為
に
つ
き
有
罪
で
あ
る
人
物
に
害
悪
を
加
え
、
今
度
は
加
害
者
に
悲
痛
を
味
わ
わ
せ
る
の
は
適
切
で
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
感
覚
、
こ
う

し
た
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
・
気
持
ち
は
こ
と
ご
と
く
、
怒
り
の
共
感
感
情
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
怒
り
は
、
観
察
者
が
余
す
と
こ

ろ
な
く
被
害
者
の
事
情
を
親
し
く
思
い
描
く
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
観
察
者
の
胸
に
自
然
と
煮
え
た
ぎ
る
怒
り
で
す
（
ａ
）。

（
ａ
）
７

わ
た
し
た
ち
が
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
も
つ
「
懲
罰
に
値
す
る
」
と
い
う
自
然
な
感
覚
を
、
こ
ん
な
ふ
う
に
被
害
者
の
憤
り
に
対
す
る
共
感
に
帰
着
さ
せ
て
説
明
す
る
こ
と

は
、
大
方
の
人
に
と
っ
て
、
懲
罰
に
値
す
る
と
い
う
あ
の
感
情
を
貶
め
る
や
り
方
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ふ
つ
う
憤
り
は
ま
こ
と
に
毛
嫌
い
さ
れ
る
情
念
と
み
な
さ
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
人
々
は
や
や
も
す
る
と
、「
悪
徳
は
懲
罰
に
値
す
る
」
と
い
う
感
覚
の
よ
う
に
、
ま
こ
と
賛
美
す
べ
き
原
理
の
根
底
に
お
よ
そ
憤
り
が
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
と
考
え
が
ち
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
比
べ
、
わ
た
し
た
ち
が
善
良
な
行
為
に
つ
い
て
い
だ
く
「
功
労
が
あ
る
」
と
い
う
感
覚
の
根
底
に
は
、
そ
の
行
為
か
ら
恵
み
を
受
け
た
人
の
感
謝
の
念
に
対
す
る
共
感
が

あ
る
―
―
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
人
々
は
た
め
ら
わ
ず
認
め
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
感
謝
の
念
は
、
他
人
の
幸
福
を
望
む
ほ
か
の
す
べ
て
の
情
念
と
同
様
に
、
い
つ

四
四
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く
し
ま
れ
る
原
理
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
原
理
の
上
に
何
が
築
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
感
謝
の
念
と
憤
り
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
相
互
の
間
に
対
称
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
功
労
が
あ
る
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
が
、
感
謝
の
念

に
よ
せ
る
共
感
感
情
か
ら
湧
き
上
が
る
と
す
れ
ば
、
罪
責
が
あ
る
と
い
う
感
覚
は
、
ほ
と
ん
ど
必
ず
被
害
者
の
憤
り
に
よ
せ
る
同
類
感
情
か
ら
生
じ
て
き
ま
す
。

８

以
下
の
事
実
に
も
留
意
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
憤
り
は
、
わ
た
し
た
ち
が
あ
ま
り
に
も
よ
く
見
か
け
る
激
し
い
程
度
の
も
の
に
な
る
と
、
す
べ
て
の
情
念
の
う
ち
で
も
っ

と
も
毛
嫌
い
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
観
察
者
が
い
だ
く
憤
り
の
共
感
感
情
の
水
準
に
ま
で
適
切
に
慎
み
深
く
・
す
っ
か
り
低
く
抑
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
否
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
見
物
人
と
し
て
居
合
わ
せ
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
の
敵
愾
心
が
、
被
害
者
の
そ
れ
に
す
っ
か
り
共
振
共
鳴
す
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、

被
害
者
の
憤
り
が
い
か
な
る
点
で
も
わ
た
し
た
ち
の
胸
の
憤
り
を
上
回
ら
な
い
と
き
で
あ
り
、
ま
た
、
被
害
者
が
う
か
つ
に
、
わ
た
し
た
ち
が
拍
子
を
合
わ
せ
ら
れ
な
い
ほ
ど
激
し

い
情
動
を
言
葉
や
し
ぐ
さ
で
吐
露
し
て
い
な
い
と
き
で
あ
り
、
ま
た
、
被
害
者
が
加
え
よ
う
と
す
る
罰
が
、
そ
の
執
行
を
見
た
わ
た
し
た
ち
が
清
々
す
る
程
度
を
越
さ
ず
、
あ
る
い

は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
こ
ん
な
目
に
遭
え
ば
自
ら
執
行
の
手
立
て
に
な
り
た
い
と
願
い
さ
え
す
る
程
度
を
越
さ
な
い
と
き
で
す
が
、
そ
ん
な
と
き
に
、
わ
た
し
た
ち
が
被
害
者
の
感

情
を
ま
っ
た
く
是
認
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
場
合
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
の
情
動
は
、
被
害
者
の
情
動
を
嫌
疑
の
余
地
な
く
正
当
化
し
て
や
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
映
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
大
方
の
世
人
に
と
っ
て
こ
ん
な
ふ
う
に
憤
り
を
抑
え
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
む
ず
か
し
い
か
、
ま
た
、
粗
暴
で
手
に
負
え
な
い
憤
り
の
衝
動
を
こ
の
適
度
な
気
分
に
ま

で
低
く
抑
え
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は
、
経
験
か
ら
教
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
自
然
本
性
に
そ
な

わ
る
一
番
度
し
難
い
情
念
の
ひ
と
つ
に
対
し
、
ま
こ
と
し
っ
か
り
し
た
克
己
自
制
を
揮
う
こ
と
が
で
き
る
姿
に
は
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
敬
意
と
賞
賛
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。
た
し
か
に

被
害
者
の
敵
愾
心
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
る
程
度
を
越
え
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
被
害
者
の
敵
愾
心
に

入
り
込
ん
で
ゆ
け
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
否
認
す
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
想
像
力
か
ら
発
生
す
る
情
念
の
う
ち
﹇I.ii.１

.６

参
照
﹈、
敵
愾
心
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
情
念

に
つ
き
、
そ
の
過
剰
な
程
度
が
敵
愾
心
と
同
等
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
敵
愾
心
の
ほ
う
に
ず
っ
と
強
い
否
認
感
情
を
ぶ
つ
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
激
し
い
憤
り
は
、

わ
た
し
た
ち
を
そ
れ
に
同
調
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
そ
れ
自
体
が
わ
た
し
た
ち
の
憤
り
・
怒
り
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
入
り
込
ん
で
ゆ
く
先
は
、
こ
の
不
当

な
情
動
を
ぶ
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
さ
い
な
ま
れ
る
危
機
に
瀕
し
た
対
象
人
物
の
反
発
す
る
憤
り
で
す
。
で
す
か
ら
、
復
讐
心
、
つ
ま
り
、
激
越
な
憤
り
は
、
す
べ
て
の
情
念
の
う
ち

で
も
っ
と
も
い
と
わ
し
く
映
り
、
ま
た
、
だ
れ
し
も
ぞ
っ
と
し
て
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
対
象
な
の
で
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
情
念
が
ふ
だ
ん
世
人
の
あ
い
だ
に
見
せ
る
姿
は
、
穏
や
か

で
あ
る
よ
り
も
激
越
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
や
や
も
す
る
と
、
憤
り
が
一
番
日
常
的
に
見
せ
る
姿
の
せ
い
で
、
そ
れ
を
ま
る
っ
き
り
毛
嫌
い

し
・
い
と
わ
し
い
と
考
え
る
き
ら
い
が
強
い
の
で
す
。

し
か
し
、
人
間
が
い
ま
陥
っ
て
い
る
退
廃
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
、
自
然
は
、
わ
た
し
た
ち
を
そ
ん
な
に
ぞ
ん
ざ
い
に
あ
し
ら
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
自
然
の
授
け
た

原
理
が
、
ま
る
っ
き
り
邪
悪
な
と
こ
ろ
ば
か
り
の
、
つ
ま
り
、
そ
れ
の
程
度
や
向
け
ら
れ
る
先
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
ま
っ
た
く
賛
辞
や
是
認
の
適
切
な
対
象
た
り
え
な
い
も
の
だ
と

は
思
わ
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の
情
念
は
、
一
般
的
に
は
強
す
ぎ
ま
す
が
、
同
様
に
弱
す
ぎ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
特
定
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の
個
人
を
見
て
、「
あ
ま
り
に
も
意
気
地
が
な
い
」、「
自
分
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
の
に
、
そ
の
感
覚
が
あ
ま
り
に
も
鈍
い
」
と
い
っ
て
苦
情
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し

た
ち
は
、
こ
の
情
念
が
激
越
で
あ
る
人
を
憎
い
と
す
か
さ
ず
思
い
ま
す
が
、
同
様
に
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
人
を
見
下
し
ま
す
。

９

い
ま
ま
で
天
分
豊
か
な
作
家
た
ち
が
神
の
逆
鱗
・
憤
怒
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
、
ま
た
力
強
く
語
っ
て
き
た
の
は
、
き
っ
と
彼
ら
が
、
そ
う
し
た
情
念
に
つ
い
て
、
程
度

の
差
を
無
視
し
て
全
面
的
に
悪
辣
・
邪
悪
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
い
わ
ん
や
、
人
間
の
よ
う
に
ま
こ
と
貧
弱
で
不
完
全
な
被
造
者
に
あ
っ
て
、
彼
ら
が
こ
の
情
念

を
全
面
的
に
邪
悪
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１０

以
下
の
点
に
も
留
意
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
今
こ
こ
で
探
求
し
て
い
る
課
題
は
、
権
利
の
問
題
で
は
な
く
、
事
実
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
わ

た
し
た
ち
が
い
ま
検
証
し
て
い
る
問
題
は
、
完
全
な
存
在
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
い
て
非
行
の
処
罰
を
是
認
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
よ
う
に

貧
弱
で
不
完
全
な
被
造
者
は
ど
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
い
て
現
実
に
事
実
と
し
て
非
行
の
処
罰
を
是
認
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
た
し
が
い
ま
し
が
た
言
及
し
た
諸
原
理
は
、
人
間
の
諸
感
情
に
と
て
も
大
き
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
証
明
す
る
ま
で
も
な
い
事
実
で
す
か
ら
、
そ
う
あ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
命
令
が
賢
明
に
も
﹇
自
然
に
よ
っ
て
﹈
下
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

悪
意
が
相
応
の
理
由
も
な
く
・
腹
立
た
し
い
扱
い
を
受
け
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
抱
か
れ
る
な
ら
、
そ
ん
な
悪
意
を
適
切
な
処
罰
に
よ
っ
て
是
非
と
も
取
り
締
ま
ら
な
け
れ
ば
、

社
会
は
存
在
そ
の
も
の
を
危
う
く
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
そ
う
い
う
処
罰
は
適
切
で
賛
美
す
べ
き
行
為
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、

人
間
は
自
然
本
性
か
ら
し
て
社
会
の
繁
栄
と
保
全
を
願
う
気
持
ち
を
授
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
す
。
け
れ
ど
も
、
自
然
の
創
造
主
は
、「
し
か
る
べ
き
罰
を
適
用

す
る
こ
と
が
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
適
切
な
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
発
見
を
す
る
任
務
を
、
人
間
の
理
性
に
は
託
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
然
の
創
造
主
が
人
間
に
授
け
た
の
は
、
そ

の
目
的
を
達
成
す
る
最
適
の
手
段
で
あ
る
罰
の
適
用
そ
の
も
の
に
注
が
れ
る
・
即
座
で
本
能
的
な
是
認
感
情
で
し
た
。

こ
の
計
ら
い
に
み
ら
れ
る
自
然
の
生
計
シ
ス
テ
ム
は
、
ほ
か
の
多
く
の
場
合
に
み
ら
れ
る
の
と
寸
分
た
が
わ
ぬ
態
様
を
し
て
い
ま
す
﹇IV

.１
.９

参
照
﹈。
自
然
の
目
的
の
な
か
に
は

格
別
に
重
要
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
妙
な
表
現
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
然
が
お
気
に
召
す
目
的
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
目
的
に
関
し
て
は
こ
と
ご
と
く
、

自
然
は
絶
え
ず
先
述
の
や
り
か
た
に
従
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
自
然
は
、
自
ら
が
掲
げ
る
目
的
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
欲
望
を
人
間
に
授
け
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
そ
れ
さ

え
あ
れ
ば
こ
の
目
的
を
実
現
で
き
る
手
段
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
欲
望
を
授
け
、
人
間
は
、
ほ
か
で
も
な
い
手
段
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
、
手
段
が
目
的
を
生
み
出
す
傾
向
い

か
ん
を
問
う
こ
と
な
く
、
手
段
を
求
め
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
自
己
保
存
と
種
族
の
繁
殖
は
、
自
然
が
す
べ
て
の
動
物
を
造
り
出
し
た
と
き
に
掲
げ
た
と
思
わ
れ
る
重
大
な
目
的
で
す
。
人
類
は
こ
れ
ら
の
目
的
を
求
め
る
欲
望
、

ま
た
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
を
し
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
を
授
か
っ
て
い
ま
す
。
生
き
る
こ
と
へ
の
愛
、
死
後
の
解
体
消
滅
へ
の
戦
慄
、
種
族
の
存
続
と
永
続
に
対
す
る
欲
望
、
種
族

の
全
滅
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
の
情
を
授
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
で
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
目
的
を
と
て
も
強
く
望
む
気
持
ち
を
授
か
っ
て
い
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ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
適
切
な
手
段
を
発
見
す
る
任
務
は
、
の
ろ
く
不
確
か
な
決
断
力
し
か
な
い
わ
た
し
た
ち
の
理
性
に
は
託
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
然
が
人
間
を
指
揮
し
て
こ
う
し
た
手
段
の
大
半
に
向
か
っ
て
進
ま
せ
る
方
法
は
、
生
来
備
わ
る
・
す
ぐ
さ
ま
働
く
本
能
で
し
た
。
飢
え
、
渇
き
、
両
性
を
結
合
す
る
情
念
、
快

楽
の
愛
好
、
苦
痛
へ
の
戦
慄
、
こ
う
し
た
情
念
は
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
、
そ
ん
な
手
段
を
手
段
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
使
用
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ま
す
。
も
と
よ
り
、

自
然
を
指
揮
す
る
偉
大
な
主
は
、
そ
ん
な
手
段
に
よ
っ
て
恵
み
深
い
目
的
を
生
み
出
そ
う
と
意
図
し
た
の
で
し
た
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
目
的
を
生
み
出
す
傾
向
が
そ
の
手
段

に
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る
か
、
全
然
考
え
も
し
な
い
で
手
段
を
用
い
ま
す
。

１１

こ
の
脚
注
を
締
め
く
く
る
ま
え
に
、
適
切
さ
を
是
認
す
る
感
情
と
、
功
労
な
い
し
恵
み
深
さ
を
是
認
す
る
感
情
の
違
い
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
よ
そ
人
の
感
情
を
そ
の
対
象
と
の
関
係
で
、
適
切
か
つ
似
つ
か
わ
し
い
と
是
認
す
る
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
人
物
と
同
じ
ふ
う
に
心
を
動
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
と
わ
た
し
た
ち
自
身
の
あ
い
だ
で
感
情
が
こ
ん
な
ふ
う
に
調
和
・
共
振
共
鳴
し
て
い
る
事
実
を
認
識
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
わ

た
し
が
、
友
人
に
ふ
り
か
か
っ
た
非
運
に
つ
い
て
伝
え
聞
く
と
き
、
彼
に
重
く
の
し
か
か
る
心
配
と
き
っ
か
り
同
じ
だ
け
心
配
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
彼
が
ど
ん

な
ふ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
彼
の
情
動
と
わ
た
し
の
情
動
の
あ
い
だ
に
調
和
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
識
し
て
初
め
て
、
わ
た
し
は
彼
の
態
度
を
支

配
す
る
感
情
を
是
認
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
適
切
さ
を
是
認
す
る
感
情
が
成
り
立
つ
要
件
は
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
行
為
す
る
人
物
に
す
っ
か
り
共
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
わ

た
し
た
ち
は
、
彼
の
感
情
と
わ
た
し
た
ち
自
身
の
感
情
の
あ
い
だ
に
こ
の
完
全
な
協
和
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
他
人
が
授
か
っ
た
恵
み
に
つ
い
て
わ
た
し
が
伝
え
聞
く
と
き
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
人
が
ど
ん
な
ふ
う
に
心
を
動
か
さ
れ
る
か
は
本
人
の
随
意
に
さ
せ
る

と
し
て
、
わ
た
し
が
彼
の
事
情
を
し
み
じ
み
親
し
く
思
い
描
い
て
わ
が
胸
に
感
謝
の
念
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
わ
た
し
は
、
彼
の
恩
人
の
ふ
る
ま
い
を
是
認

し
、
そ
こ
に
功
労
が
あ
り
、
ね
ぎ
ら
い
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
み
な
し
ま
す
。
証
明
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
恵
み
を
受
け
た
人
が
感
謝
の
念
を
い
だ
く
か
、
そ
れ
と

も
い
だ
か
ぬ
か
、
そ
の
こ
と
は
、
恵
み
を
与
え
た
人
の
功
労
に
つ
い
て
わ
た
し
が
い
だ
く
感
情
を
い
さ
さ
か
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
感
情
の
共
振
共
鳴
は
、
現
実
に
は
無
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。「
も
し
彼
に
感
謝
の
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
彼
我
の
感
情
は
共
振
共
鳴
す
る
だ
ろ
う
」
と

仮
定
す
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
す
。
功
労
が
あ
る
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
の
根
底
に
は
、
そ
ん
な
架
空
の
共
感
の
一
形
態
が
あ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、

他
人
の
事
情
を
親
し
く
胸
に
思
い
描
く
と
き
、
主
た
る
当
事
者
に
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
し
か
た
で
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
架
空
の
共
感
が
作
用
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
罪
責
に
よ
せ
る
否
認
感
情
と
、
不
適
切
さ
に
よ
せ
る
否
認
感
情
の
あ
い
だ
に
も
、
似
た
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
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セ
ク
シ
ョ
ン
�

正
義
と
慈
恵
に
つ
い
て

第
一
章

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
美
徳
の
比
較
（
５
）

１

適
切
な
動
機
か
ら
行
為
が
な
さ
れ
、
そ
の
行
為
に
恵
み
深
い
傾
向
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
、
無
条
件
に
そ
れ
だ
け
で
、
ね
ぎ
ら
い
を
要
求
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
行
為
は
、
無
条
件
に
そ
れ
だ
け
で
、
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
対
象
だ
か
ら
で
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
、
観
察
者
の
胸
に
感
謝
の
共
感
感
情
を
�
き
立
て
る
か
ら
で
す
。

２

不
適
切
な
動
機
か
ら
行
為
が
な
さ
れ
、
そ
の
行
為
に
危
害
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
、
無
条
件
に
そ
れ
だ
け
で
、
処
罰
に
値

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
行
為
は
、
無
条
件
に
そ
れ
だ
け
で
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
対
象
だ
か
ら
で
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
、
観
察
者
の
胸
に
憤
り
の
共
感
感
情
を
�
き
立
て
る
か
ら
で
す
。

３

慈
恵
は
い
つ
で
も
自
由
に
実
践
さ
れ
、
力
ず
く
で
強
要
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
単
に
慈
恵
を
欠
く
と
い
う
だ
け
で
処
罰
の
憂
き
目
に
遭
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
単
に
慈
恵
を
欠
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
ん
ら
現
実
の
積
極
的
な
害
悪
を
与
え
な
い
か
ら
で
す
。
た
し
か
に
、
慈
恵
が

実
践
さ
れ
な
い
せ
い
で
、
当
然
期
待
し
て
か
ま
わ
な
い
便
益
の
当
て
が
外
れ
て
落
胆
す
る
人
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
正
当
に
も
嫌
い
だ
と
い
う
気
持
ち
・
否
認
感
情
を
�
き
立
て
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
慈
恵
が
実
践
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ

て
、
世
人
が
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
憤
り
が
、
に
わ
か
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
は
よ
も
や
あ
り
ま
す
ま
い
。

恩
人
に
返
礼
を
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
の
に
、
ま
た
、
そ
の
恩
人
が
手
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
、
返
礼
を
し
な
い
人
は
、
き
わ
め
て
あ
く
ど

い
恩
知
ら
ず
な
行
い
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
た
し
か
に
有
罪
で
す
。
公
平
な
観
察
者
な
ら
だ
れ
し
も
、
こ
の
人
の
動
機
の
身
勝
手
さ
に
一
切
の
同
類
感

情
を
拒
絶
す
る
心
持
ち
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
上
な
い
否
認
感
情
を
差
し
向
け
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
ま
だ
積
極
的
な
傷
害
を

だ
れ
に
も
加
え
て
い
ま
せ
ん
。
彼
は
た
だ
、
適
切
さ
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
当
然
す
べ
き
で
あ
っ
た
善
行
を
し
て
い
な
い
だ
け
で
す
。
彼
に
差
し
向
け
ら

れ
る
の
は
、
憎
し
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
感
情
と
行
動
が
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
自
然
に
�
き
立
て
ら
れ
る
情
念
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
、
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憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
情
念
は
、
と
も
か
く
だ
れ
か
特
定
個
人
の
身
柄
に
現
実
の
積
極
的
な
傷
害
を
加
え
る
傾
向
が
あ
る

行
為
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
適
切
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
彼
に
感
謝
の
念
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
処

罰
さ
れ
る
理
由
に
は
な
り
え
な
い
の
で
す
。

こ
の
人
物
が
感
謝
と
い
う
点
か
ら
み
て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
が
ど
ん
な
公
平
な
観
察
者
か
ら
も
是
認
さ
れ
た
け
れ

ば
実
行
し
て
お
く
こ
と
を
、
力
ず
く
で
彼
に
有
無
を
言
わ
せ
ず
実
行
さ
せ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
彼
が

返
礼
を
怠
る
よ
り
も
ず
っ
と
不
適
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
の
恩
人
が
暴
力
に
よ
っ
て
彼
を
締
め
つ
け
て
感
謝
を
無
理
強
い
し
よ
う
と
図
れ
ば
、
恩
人
は

自
分
自
身
の
顔
に
泥
を
塗
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
第
三
者
が
両
当
事
者
の
い
ず
れ
の
上
司
で
も
な
い
の
に
干
渉
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
で
し
ゃ
ば
り
と

い
う
も
の
で
す
。

し
か
し
、
慈
恵
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
義
務
の
な
か
で
も
、
感
謝
の
念
が
わ
た
し
た
ち
に
勧
告
す
る
義
務
は
、
い
わ
ゆ
る
完
全
で
瑕
疵
の
な
い
債
務﹇LJ

（A

）ii.４４

参
照
﹈
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
す
。
他
方
、
友
情
・
高
潔
無
私
・
慈
愛
が
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
実
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
義
務
の

な
か
に
、
あ
ま
ね
く
万
人
か
ら
是
認
さ
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
、
感
謝
の
義
務
よ
り
も
、
一
段
と
自
由
に
任
さ
れ
、
力
ず
く
で
強

要
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
感
謝
の
不
払
い
を
話
題
に
し
ま
す
が
、
慈
愛
や
高
潔
無
私
の
不
払
い
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
友
情
に
し
て
も
、
単
な
る
敬
意
に
と
ど
ま
り
、
善
事
を
計
ら
っ
て
も
ら
っ
た
感
謝
の
念
で
高
揚
し
・
感
謝
と
渾
然
一
体
に
な
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
友
情
の
不
払
い
と
い
う
こ
と
さ
え
話
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
（
６
）。

４

わ
た
し
た
ち
が
生
ま
れ
な
が
ら
憤
り
を
授
か
っ
て
い
る
目
的
は
、
防
衛
で
あ
る
、
い
や
も
っ
ぱ
ら
防
衛
だ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
憤
り
は
、
正

義
を
守
る
番
人
で
あ
り
、
落
ち
度
の
な
い
身
の
上
を
保
つ
護
符
で
す
。

憤
り
は
、
わ
た
し
た
ち
を
ね
ら
っ
て
着
手
さ
れ
た
加
害
行
為
を
撃
退
し
た
り
、
す
で
に
加
え
ら
れ
た
危
害
に
返
報
し
た
り
す
る
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
を

（
５
）
類
似
の
区
分
が
裁
判
上
の
言
葉
づ
か
い
で
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
、V

II.ii.１
.９
－１０
,
LJ

（A

）i.１４
－１５
,

（B

）７

を
見
よ
。

（
６
）III.６

.９

お
よ
び

V
I.ii.１

.１９

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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衝
き
動
か
し
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
加
害
者
は
、
自
分
の
不
正
義
に
つ
い
て
後
悔
さ
せ
ら
れ
、
ほ
か
の
人
々
は
、
同
種
の
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
を
恐

ろ
し
い
と
思
い
、
同
種
の
侵
害
行
為
で
有
罪
に
な
る
の
は
ご
め
ん
だ
と
怖
気
づ
く
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
憤
り
は
、
以
上
の
諸
目
的
の
た
め
だ
け
に

胸
に
し
ま
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
目
的
の
た
め
に
発
揮
さ
れ
て
も
、
観
察
者
が
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

も
と
よ
り
、
恵
み
深
い
諸
種
の
美
徳
が
相
手
に
欠
け
て
い
る
せ
い
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
当
然
期
待
し
て
か
ま
わ
な
か
っ
た
便
益
の
当
て
が
外
れ
て
落

胆
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
美
徳
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
わ
が
身
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
危
険
な
害
を
加
え
ら
れ
た
と
か
、

そ
う
し
た
加
害
行
為
へ
の
着
手
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

５

し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
別
の
美
徳
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
遵
守
す
る
か
否
か
の
選
択
が
わ
た
し
た
ち
自
身
の
意
思
の
自
由
に
任
さ
れ
て
は
お
ら

ず
、
力
ず
く
で
強
要
さ
れ
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
、
こ
の
美
徳
を
踏
み
に
じ
れ
ば
憤
り
に
身
を
さ
ら
し
、
続
い
て
処
罰
に
身
を
さ
ら
し
ま
す
。

こ
の
美
徳
と
は
正
義
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
は
権
利
侵
害
で
す
。
権
利
侵
害
は
、
自
然
に
否
認
感
情
を
差
し
向
け
ら
れ
る
動
機
か
ら
、
と

も
か
く
だ
れ
か
特
定
個
人
に
加
え
ら
れ
た
・
現
実
の
積
極
的
な
傷
害
で
す
（
７
）。
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
侵
害
は
、
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
適
切
な
対
象
で
す
し
、

ま
た
、
憤
り
か
ら
自
然
に
帰
結
す
る
罰
を
科
さ
れ
る
適
切
な
対
象
で
す
。

世
人
は
、
不
正
な
加
害
へ
の
仕
置
き
に
暴
力
が
用
い
ら
れ
て
も
、
こ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
、
是
認
し
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
仕
置
き
の
場
合
に
も
ま
し
て
、

権
利
侵
害
を
予
防
・
撃
退
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
襲
撃
者
に
よ
る
隣
人
へ
の
傷
害
行
為
を
制
止
す
る
た
め
に
暴
力
が
用
い
ら
れ
て
も
、
こ
れ
に
世
人
は
歩

調
を
合
わ
せ
、
是
認
し
ま
す
。
不
正
義
を
た
く
ら
む
人
は
、
自
分
で
も
こ
の
点
を
承
知
し
て
お
り
、「
ま
さ
し
く
権
利
を
侵
害
し
て
や
ろ
う
と
思
う
相
手

と
ほ
か
の
人
々
が
、
犯
罪
の
実
行
を
実
力
で
阻
止
し
、
ま
た
、
犯
罪
が
実
行
に
移
さ
れ
た
と
き
処
罰
の
た
め
に
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
適

切
な
こ
と
と
し
て
許
さ
れ
る
」
と
感
じ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
が
根
底
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
正
義
と
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
社
会
的
美
徳
の
あ
い
だ
に
顕
著
な
違
い
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ

の
違
い
は
、
と
て
も
偉
大
で
独
創
的
な
著
者
（
８
）に
よ
っ
て
最
近
と
く
に
力
説
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
正
義
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
厳
格
な
責
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
友
情
、
慈
愛
、
高
潔
無
私
と
い
っ
た
美
徳
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
軽
快
に
感
じ
ら

れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
後
者
の
諸
種
の
美
徳
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
わ
た
し
た
ち
自
身
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

五
〇
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の
に
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
わ
た
し
た
ち
は
、
格
別
な
し
か
た
で
正
義
を
遵
守
す
る
よ
う
に
束
縛
さ
れ
・
拘
束
さ
れ
・
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
義
務
感
を
も
つ
、
と
い
う
の
で
す
。

要
す
る
に
、
実
力
を
行
使
し
て
わ
た
し
た
ち
を
締
め
つ
け
、
正
義
の
準
則
を
遵
守
す
る
よ
う
強
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
適
切
で
世
人
の
だ
れ
か
ら
も

是
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
の
社
会
的
美
徳
の
規
則
に
従
う
よ
う
実
力
で
強
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
わ
た
し
た
ち
に
は
感

じ
ら
れ
る
の
で
す
。

６

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
実
力
を
行
使
し
て
処
罰
し
た
り
予
防
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
行
為
と
は
違
う
も
の
と
し
て
、
単
に
非
難
に
値
す

る
だ
け
の
行
為
、
た
だ
単
に
否
認
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
対
象
を
、
い
つ
だ
っ
て
注
意
深
く
識
別
す
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

非
難
に
値
す
る
行
為
は
、
標
準
程
度
の
適
切
な
慈
恵
に
達
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
標
準
の
程
度
と
は
、
経
験
の
教
示
に
従
っ
て
わ
た
し
た
ち

が
万
人
に
期
待
す
る
水
準
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
賛
辞
に
値
す
る
行
為
は
、
標
準
程
度
の
適
切
な
慈
恵
を
上
回
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

標
準
程
度
の
適
切
な
慈
恵
そ
れ
自
体
は
、
非
難
に
も
賛
辞
に
も
値
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
父
、
息
子
、
兄
弟
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
関
係
に
応

じ
て
見
せ
る
行
動
が
、
大
方
の
人
々
が
ふ
だ
ん
と
る
行
動
に
比
べ
て
良
く
も
悪
く
も
な
け
れ
ば
、
賛
辞
に
も
非
難
に
も
値
し
な
い
の
が
適
切
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

彼
の
親
切
が
、
標
準
の
程
度
を
上
回
り
、
か
つ
、
予
想
も
つ
か
な
い
た
め
に
わ
た
し
た
ち
を
驚
か
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
い
て
適
切
で
あ
り
・
似
つ
か

わ
し
い
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
逆
に
、
彼
の
不
親
切
が
、
標
準
の
程
度
を
上
回
り
、
か
つ
、
予
想
も
つ
か
な
い
た
め
に
わ
た
し
た
ち
を
驚
か

せ
、
同
時
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
前
者
の
場
合
、
彼
は
賛
辞
に
値
す
る
と
思
わ
れ
、
後
者
の
場
合
、
彼
は
非
難
に
値
す
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

（
７
）
ス
ミ
ス
が
権
利
侵
害
と
い
う
点
か
ら
正
義
を
分
析
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
は
、LJ

（A

）i.９
－１９

、
よ
り
一
般
的
に
はi.１

－２５

とLJ

（B

）５－１１

を
見
よ
。

（
８
）H

enry
H
om
e,
Lord

K
am
es

（１６９６
－１７８２

）Essays
on
the
Principles

ofM
orality

and
NaturalReligion

（１７５１

）,I,
ii

（‘O
fthe

Foundation
and
Principles

of
the
Law

ofN
ature’

）,chap.３
－４
.
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７

し
か
し
、
ど
ん
な
に
標
準
的
な
程
度
の
親
切
や
慈
恵
で
も
、
同
格
市
民
の
間
柄
で
は
力
ず
く
で
強
要
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
同
格
市
民
の
間

柄
に
あ
っ
て
各
個
人
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
・
世
俗
の
政
府
が
設
置
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
わ
が
身
を
権
利
侵
害
か
ら
防
衛
す
る
権
利
を
も
ち
、
ま
た
、
す

で
に
加
え
ら
れ
た
傷
害
に
対
し
て
し
か
る
べ
き
程
度
の
処
罰
を
要
求
す
る
権
利
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
９
）。
高
潔
無
私
の
観
察
者
な
ら
だ
れ
し
も
、
こ
の

人
が
防
衛
し
・
処
罰
を
要
求
し
て
も
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
感
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
き
、
し
ば
し
ば
彼
を
手
助
け
し
て
や
り

た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
あ
る
人
が
別
の
人
を
攻
撃
・
強
奪
し
、
あ
る
い
は
そ
の
謀
殺
に
着
手
す
る
と
き
、
隣
人
た
ち
は
、
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
に
警
戒
心
を

も
ち
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
人
物
の
仕
返
し
を
す
る
た
め
に
か
け
つ
け
、
あ
る
い
は
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
人
物
を
防
衛
す
る
た
め

に
急
行
す
る
こ
と
は
正
当
だ
と
考
え
ま
す
。

一
方
、
父
親
が
息
子
に
親
と
し
て
い
だ
く
愛
情
が
、
標
準
の
程
度
に
満
た
な
い
場
合
、
ま
た
、
息
子
が
父
親
に
子
と
し
て
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
よ

い
敬
意
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
場
合
、
ま
た
、
兄
弟
が
互
い
に
兄
弟
と
し
て
の
親
愛
の
情
を
標
準
程
度
に
も
通
わ
せ
て
い
な
い
場
合
、
ま
た
、
人
が
心
を
閉

ざ
し
て
他
人
を
い
た
わ
ら
ず
、
し
よ
う
と
思
え
ば
い
た
っ
て
簡
単
に
で
き
る
の
に
、
同
類
被
造
者
の
不
幸
を
紛
ら
わ
せ
て
や
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合
、

以
上
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
だ
れ
し
も
そ
の
ふ
る
ま
い
を
非
難
し
ま
す
が
、「
た
ぶ
ん
親
切
を
も
っ
と
期
待
し
て
か
ま
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
力
ず
く
で
強
要
す
る
権
利
ま
で
も
あ
る
」
な
ど
と
想
像
す
る
人
は
ひ
と
り
も
い
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
苦
し
み
を
味
わ
う
人

は
、
た
だ
苦
情
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
一
方
、
観
察
者
は
、
助
言
と
説
得
以
外
の
方
法
で
は
干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
以
上
す

べ
て
の
場
合
に
、
同
格
市
民
が
相
互
に
対
し
て
実
力
を
行
使
す
れ
ば
、
こ
の
上
も
な
く
傲
慢
で
僭
越
だ
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

８

た
し
か
に
、
上
役
が
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
人
た
ち
に
む
か
っ
て
、
こ
ん
な
局
面
で
は
相
互
に
し
か
る
べ
き
程
度
の
適
切
さ
を
も
っ
て
行
動
し
な
さ

い
、
と
義
務
づ
け
て
も
、
万
人
か
ら
あ
ま
ね
く
是
認
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
す
。
文
明
の
進
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
法
は
、
子
を
扶
養
す
る
義
務
を
親

に
課
し
、
ま
た
、
子
に
対
し
て
は
親
を
扶
養
す
る
義
務
を
課
す
な
ど
（
１０
）、
慈
恵
に
か
か
わ
る
そ
の
ほ
か
の
義
務
を
ず
い
ぶ
ん
と
強
制
し
て
い
ま
す
。
世
俗
の

政
権
担
当
者
が
託
さ
れ
て
い
る
権
力
は
、
不
正
義
の
取
り
締
ま
り
に
よ
っ
て
公
共
の
平
和
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
、
良
好
な
風
紀
を
確
立
し
、
あ
ら
ゆ

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

る
種
類
の
悪
徳
と
不
適
切
さ
を
く
じ
く
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
共
同
体
の
繁
栄
を
促
進
す
る
権
力
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
権
担
当
者
は
、
同
僚
市

民
の
あ
い
だ
で
お
互
い
の
権
利
侵
害
を
禁
止
す
る
準
則
だ
け
で
な
く
、「
し
か
る
べ
き
程
度
に
は
お
互
い
同
士
で
善
行
を
施
し
合
い
な
さ
い
」
と
命
じ
る

五
二
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準
則
も
制
定
で
き
る
の
で
す
。

主
権
者
の
命
じ
る
行
為
が
、
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い
事
項
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
命
令
が
出
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
発
令
後
に
そ
れ
を
破
れ
ば
、
非
難
だ
け
で
は
す
ま
な
い
の
で
あ
っ
て
、
処
罰
に
値
す
る
行
為
に
な
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
主
権
者
の
命
じ
る
行
為
が
、
発
令
以
前
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
怠
れ
ば
最
大
限
の
非
難
を
か
な
ら
ず
加
え
ら
れ
る
事
項
で
あ
る
場
合
、
発
令
後
そ
れ

に
従
わ
な
け
れ
ば
、
一
段
と
処
罰
に
値
す
る
行
為
に
な
る
の
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
法
律
に
よ
る
慈
恵
の
強
制
は
、
立
法
者
の
す
べ
て
の
義
務
の
う
ち
で
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
適
切
か
つ
聡
明
に
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ

の
上
な
い
繊
細
さ
と
遠
慮
深
さ
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
手
を
つ
け
な
い
で
放
置
す
れ
ば
、
多
く
の
汚
ら
わ
し
い
無
秩
序
と
痛

ま
し
い
凶
悪
事
件
に
政
治
共
同
体
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
り
、
一
方
、
こ
の
こ
と
を
極
端
に
押
し
広
げ
る
と
、
自
由
・
安
全
・
正
義
を
破
壊
し
尽
く
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。

９

単
に
慈
恵
が
欠
け
て
い
る
だ
け
の
行
為
を
見
て
も
、
同
格
市
民
か
ら
処
罰
を
受
け
る
に
は
値
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
慈
恵
を
大
い
に
発
揮

す
る
行
為
は
、
最
大
限
の
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
と
映
り
ま
す
。
そ
ん
な
行
為
は
無
上
の
善
を
生
み
出
し
ま
す
か
ら
、
き
わ
め
て
生
き
生
き
し
た
感
謝
の
念

を
注
が
れ
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
う
い
う
対
象
と
し
て
是
認
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
正
義
を
踏
み
に
じ
れ
ば
、
処
罰
に
直
面
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
美
徳
の
準
則
が
守
ら
れ
る
の
を
見
て
も
、
お
よ
そ
ね
ぎ
ら
い

に
値
す
る
と
は
ま
ず
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
正
義
を
実
践
す
る
行
為
に
は
、
適
切
さ
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
適
切
さ
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ

わ
し
い
一
切
の
是
認
感
情
を
相
応
の
見
返
り
と
し
て
受
け
と
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
正
義
の
実
践
は
、
現
実
の
積
極
的
な
便
益
を
な
ん
ら
も
た

ら
さ
な
い
の
で
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
感
謝
し
か
受
け
と
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

純
然
た
る
正
義
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
合
、
消
極
的
な
美
徳
で
あ
り
、
た
だ
隣
人
へ
の
傷
害
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
隣
人
の
身
体
・

（
９
）
世
俗
の
政
府
が
徐
々
に
姿
を
現
す
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、LJ

（A

）iv.４
ff,

（B

）９
ff.,
W
N
v.i.a-b

を
見
よ
。

（
１０
）LJ

（A

）iii.７８
－８７
,

（B

）１２６
－３０

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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財
産
・
名
誉
に
対
す
る
侵
害
を
差
し
控
え
て
い
る
だ
け
の
人
が
、ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
積
極
的
な
功
労
を
積
ん
で
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。し
か
し
、

彼
は
、正
義
と
い
う
格
別
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
美
徳
の
準
則
を
残
ら
ず
履
行
し
て
お
り
、同
格
市
民
か
ら
そ
の
履
行
を
強
制
さ
れ
て
も
適
切
で
あ
る
事
項
、

そ
の
不
履
行
を
処
罰
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
事
項
を
す
べ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
じ
っ
と
座
っ
て
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
し
ば
し
ば

正
義
の
準
則
を
す
べ
て
履
行
で
き
ま
す
。

１０

各
人
は
、
そ
の
行
う
と
こ
ろ
に
応
じ
て
報
い
を
受
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
互
酬
応
報
は
、
自
然
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
命
じ
ら
れ
て

い
る
偉
大
な
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

高
潔
無
私
の
恵
み
深
い
人
に
は
、
慈
恵
と
高
潔
無
私
を
も
っ
て
接
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
わ
た
し
た
ち
は
考
え
ま
す
。
心
を
開
か
ず
情
け
深
い
心
情

を
少
し
も
い
だ
か
な
い
人
は
、
同
じ
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
同
類
被
造
者
の
親
愛
の
情
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
社
会
の
た
だ
な
か
に
暮
ら
す
こ
と
を
許
さ
れ

て
い
な
が
ら
、
ま
る
で
、
気
遣
っ
て
く
れ
る
人
や
消
息
を
尋
ね
て
く
れ
る
人
が
ひ
と
り
も
い
な
い
荒
涼
た
る
原
野
に
い
る
よ
う
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と

わ
た
し
た
ち
は
考
え
ま
す
。

正
義
の
法
を
踏
み
に
じ
る
者
は
、
自
分
が
他
人
に
加
え
た
害
悪
を
、
身
を
も
っ
て
味
わ
う
羽
目
に
遭
わ
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
胞
市
民
の
苦
し
み

に
対
す
る
関
心
が
こ
の
人
に
は
皆
無
で
あ
り
、
犯
罪
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
の
人
は
自
分
自
身
が
味
わ
う
苦
し

み
へ
の
恐
怖
に
よ
っ
て
神
妙
に
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

単
に
落
ち
度
が
な
い
と
い
う
だ
け
の
人
、
他
人
と
の
間
で
た
だ
正
義
の
法
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
人
、
つ
ま
り
、
隣
人
へ
の
加
害
を
差
し
控
え

て
い
る
と
い
う
だ
け
の
人
が
受
け
取
れ
る
相
応
の
見
返
り
は
、「
今
度
は
隣
人
の
方
が
落
ち
度
の
な
い
彼
の
身
の
上
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
こ
と
、「
そ
の
同
じ
正
義
の
法
が
宗
教
的
厳
粛
さ
を
も
っ
て
彼
と
の
あ
い
だ
で
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
す
。

第
二
章

正
義
の
感
覚
、
悔
恨
の
情
、
功
労
の
意
識
に
つ
い
て

１

隣
人
を
傷
つ
け
る
理
由
に
な
る
適
切
な
動
機
な
ど
断
じ
て
あ
り
え
ま
せ
ん
し
、
他
人
に
害
悪
を
加
え
る
よ
う
人
を
け
し
か
け
る
こ
と
に
、
世
人
が
歩

五
四
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調
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
ま
す
ま
い
。
も
と
よ
り
、
そ
の
他
人
が
わ
た
し
た
ち
に
害
悪
を
加
え
た
と
き
の
、
そ
れ
に
対
す
る
正
当
な
怒
り
に
は
、

世
人
は
歩
調
を
合
わ
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。

隣
人
の
幸
福
が
わ
た
し
た
ち
自
身
の
幸
福
の
前
に
立
っ
て
道
を
ふ
さ
い
で
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
そ
れ
を
妨
害
し
た
り
、
隣
人
に
と
っ
て
真
に
有
益

な
物
件
が
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
も
同
等
か
そ
れ
以
上
に
有
益
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
そ
れ
を
隣
人
か
ら
取
り
上
げ
た
り
、
要
す
る
に
、
万
人
の

自
然
本
性
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
他
人
を
犠
牲
に
し
、
他
人
の
幸
福
よ
り
も
自
分
の
幸
福
を
優
先
す
る
こ
と
に
�
れ
る
な
ら
ば
、

公
平
な
観
察
者
が
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
自
然
に
よ
っ
て
各
人
す
べ
て
に
与
え
ら
れ
る
第
一
の
主
要
な
勧
告
は
、「
自
分
自
身
を
気
遣
い
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
が
身
を

気
遣
う
の
に
本
人
よ
り
も
適
し
た
人
は
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
的
確
で
正
し
い
勧
告
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
は
だ
れ

し
も
、
他
人
に
か
か
わ
る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
自
身
に
直
接
か
か
わ
り
の
あ
る
事
柄
に
、
は
る
か
に
深
く
引
き
込
ま
れ
ま
す
。
他
人
の
訃
報
に
接
し
て
も
、

そ
の
人
と
特
に
懇
意
で
も
な
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
わ
た
し
た
ち
は
、
さ
ほ
ど
心
配
し
な
い
で
し
ょ
う
し
、
わ
が
身
に
降
り
か
か
っ
た
ご
く
些
細
な
災
い
の
ほ

う
が
、
よ
ほ
ど
わ
た
し
た
ち
の
食
欲
を
そ
ぎ
、
休
息
を
か
き
乱
す
で
し
ょ
う
。

し
か
し
で
す
。
他
人
の
破
滅
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
心
が
受
け
る
動
揺
は
、
わ
が
身
の
上
に
降
り
か
か
る
ご
く
小
さ
な
非
運
の
場
合
よ
り
も
ず
っ
と

微
か
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
小
さ
な
非
運
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
他
人
を
破
滅
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
わ
が
身
の
破
滅
を
防
ぐ
の
が
目

的
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
場
合
で
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
自
身
を
な
が
め
る
と
き
に
は
、

わ
が
目
に
わ
が
姿
を
自
然
に
映
し
出
す
光
に
照
ら
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
他
人
の
目
に
わ
が
姿
を
自
然
に
映
し
出
す
光
に
照
ら
す
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
と
わ
ざ
に
も
言
う
と
お
り
、
人
は
だ
れ
し
も
、
当
人
に
と
っ
て
は
自
分
が
全
世
界
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
の
人
か
ら
み
れ
ば
、
世

界
の
な
か
の
ご
く
卑
小
な
一
粒
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
人
は
だ
れ
し
も
自
分
自
身
の
幸
福
を
、
そ
の
外
側
に
あ
る
全
世
界
の
幸
福
よ
り
も
重
要
な
意
義
を
も
つ

と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
人
以
外
の
皆
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
が
ほ
か
の
人
の
幸
福
と
比
べ
て
特
別
だ
と
い
う
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
た
し
か
に
、
人
は
だ
れ
し
も
一
個
の
私
人
と
し
て
胸
の
う
ち
で
は
、
自
然
に
わ
が
身
を
す
べ
て
の
世
人
に
優
先
さ
せ
ま
す
が
、「
わ
た
し
は
こ
の

主
義
に
従
い
ま
す
」
と
世
人
に
面
と
向
か
っ
て
公
言
す
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
ま
す
。

人
は
だ
れ
し
も
、
こ
の
よ
う
に
わ
が
事
を
優
先
す
れ
ば
、
世
人
が
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
感
じ
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
が
自
分
に
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と
っ
て
は
ど
ん
な
に
自
然
な
こ
と
で
も
、
世
人
の
目
に
は
、
い
つ
で
も
度
を
越
し
た
野
放
図
と
映
る
に
ち
が
い
な
い
と
感
じ
ま
す
。
人
は
だ
れ
し
も
、
他

人
が
自
分
に
注
ぐ
ま
な
ざ
し
を
意
識
し
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
姿
を
な
が
め
見
る
と
き
、「
他
人
に
と
っ
て
自
分
は
い
か
な
る
点
で
も
ほ
か
の
人
よ
り
優
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」、「
自
分
は
大
勢
の
中
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
」
と
悟
り
ま
す
。

人
は
だ
れ
し
も
、
自
分
の
行
動
を
導
く
主
義
に
公
平
な
観
察
者
が
入
り
込
め
る
よ
う
な
し
か
た
で
ふ
る
ま
い
た
い
と
思
い
、
そ
れ
こ
そ
、
な
に
を
差
し

置
い
て
も
真
っ
先
に
し
た
い
と
念
願
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
も
し
そ
ん
な
ふ
う
に
ふ
る
ま
い
た
い
と
思
う
な
ら
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
ほ
か
の
す

べ
て
の
場
合
に
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
人
は
自
ら
の
傲
慢
な
自
己
愛
を
恥
じ
入
ら
せ
、
こ
れ
を
ほ
か
の
人
た
ち
が
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
る
程
度
の
代
物
に

ま
で
低
く
抑
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
自
己
愛
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
人
が
ほ
か
の
だ
れ
の
幸
福
よ
り
も
自
分
の
幸
福
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
追
求

に
余
念
な
く
周
到
で
あ
っ
て
も
、
ほ
か
の
人
た
ち
は
悠
々
と
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
一
線
を
越
え
な
い
限
り
、
ほ
か
の
人
た
ち
は
、
当
事

者
の
境
遇
に
わ
が
身
を
置
く
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
す
か
さ
ず
当
事
者
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
で
し
ょ
う
。

富
・
名
誉
・
昇
進
を
求
め
て
競
争
す
る
場
合
、
人
は
全
力
で
疾
走
し
、
全
神
経
と
全
筋
力
を
緊
張
さ
せ
て
、
ほ
か
の
競
争
者
を
こ
と
ご
と
く
出
し
抜
い

て
も
許
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
も
競
争
者
が
ほ
か
の
競
争
者
を
押
し
の
け
た
り
、
転
倒
さ
せ
た
り
す
れ
ば
、
観
戦
者
は
、
大
目
に
見
る
こ
と
を
き
っ

ぱ
り
や
め
ま
す
。
そ
れ
は
公
正
な
競
技
を
踏
み
に
じ
る
行
為
で
あ
り
、
観
戦
者
が
容
認
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
１１
）。
妨
害
さ
れ
た
競
技
者
は
、
観
戦

者
の
目
に
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
妨
害
し
た
者
と
同
じ
よ
う
に
優
れ
た
選
手
で
す
。
観
戦
者
は
、
こ
ん
な
に
も
わ
が
身
を
相
手
に
優
先
さ
せ
る
自
己
愛
に

は
入
り
込
ん
で
ゆ
か
ず
、
相
手
を
負
傷
さ
せ
た
競
技
者
の
動
機
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
観
戦
者
は
、
権
利
を
侵
害
さ

れ
た
側
の
自
然
な
憤
り
に
迷
わ
ず
共
感
し
、
他
方
、
加
害
者
は
、
憎
し
み
・
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
。
加
害
者
は
、
自
分
が
そ
ん
な
対

象
に
な
る
こ
と
を
察
知
し
、
そ
ん
な
感
情
が
い
よ
い
よ
噴
出
し
て
四
方
八
方
か
ら
自
分
に
ぶ
つ
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
を
感
じ
ま
す
。

２

加
害
の
程
度
が
深
刻
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
被
害
者
は
、
強
い
調
子
の
憤
り
に
自
然
と
駆
ら
れ
ま
す
。
し
か
ら
ば
、

観
察
者
が
い
だ
く
怒
り
の
共
感
感
情
、
ま
た
、
行
為
者﹇
加
害
者
﹈が
味
わ
う
有
罪
の
感
覚
も
、
同
じ
よ
う
な
し
か
た
で
自
然
と
調
子
が
強
く
な
り
ま
す
。

死
は
、
人
が
他
人
に
加
え
う
る
最
大
の
害
悪
で
あ
り
、
殺
さ
れ
た
被
害
者
の
直
接
の
縁
者
に
最
大
限
の
憤
り
を
�
き
立
て
ま
す
。
で
す
か
ら
、
謀
殺
は
、

世
人
の
目
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
を
犯
し
た
当
人
の
目
か
ら
見
て
も
、
個
人
の
境
遇
を
左
右
す
る
犯
罪
に
限
っ
て
言
え
ば
、
こ
れ
以
上
に
陰
惨
な
犯
罪
は
あ

五
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り
ま
せ
ん
。現
に
占
有
し
て
い
る
物
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、将
来
入
手
が
見
込
ま
れ
る
だ
け
の
物
を
得
ら
れ
ず
失
望
す
る
こ
と
よ
り
も
深
刻
な
害
悪
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
所
有
権
の
侵
害
で
あ
る
窃
盗
お
よ
び
強
盗
は
、
現
に
わ
た
し
た
ち
が
占
有
し
て
い
る
物
を
奪
う
こ
と
で
す
か
ら
、
契
約
の
破
棄
の
よ
う
に

わ
た
し
た
ち
の
期
待
を
裏
切
っ
て
失
望
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
重
大
な
犯
罪
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
正
義
の
法
の
う
ち
最
も
神
聖
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
の
を
見
る
と
仕
置
き
・
処
罰
が
こ
の
上
も
な
く
声
高
ら

か
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
法
と
は
、
隣
人
の
生
命
と
身
柄
を
保
護
す
る
法
で
す
。
そ
の
次
に
神
聖
な
正
義
の
法
は
、
所
有
権
と
占
有
物
を
保
護

す
る
法
で
す
。
最
後
に
く
る
正
義
の
法
は
、
債
権
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
約
諾
者
か
ら
受
諾
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
適
正
な
権
利
を
保
護
す
る

法
で
す
（
１２
）。

３

踏
み
に
じ
ら
れ
た
正
義
の
法
が
神
聖
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
踏
み
に
じ
っ
た
者
は
、
世
人
が
自
分
に
つ
い
て
い
だ
く
に
ち
が
い
な
い

諸
感
情
を
思
い
返
し
て
、
か
な
ら
ず
恥
辱
・
戦
慄
・
茫
然
自
失
に
襲
わ
れ
て
も
だ
え
、
そ
の
苦
し
み
を
味
わ
い
尽
く
し
ま
す
。
犯
人
は
正
義
の
法
を
踏
み

に
じ
り
、
そ
の
情
念
を
満
足
さ
せ
た
の
ち
、
冷
静
に
な
っ
て
自
分
の
過
去
の
ふ
る
ま
い
を
思
い
返
し
は
じ
め
る
と
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
支
配
し
た
い
か
な

る
動
機
に
も
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
い
ま
や
そ
の
動
機
は
犯
人
の
目
に
い
と
わ
し
い
も
の
に
映
り
ま
す
が
、
も
と
よ
り
、
ほ
か
の
人
々

の
目
に
は
ず
っ
と
前
か
ら
そ
の
よ
う
に
映
じ
て
い
た
の
で
す
。

い
ま
犯
人
は
、
ほ
か
の
人
た
ち
が
自
分
に
対
し
て
い
だ
く
に
ち
が
い
な
い
憎
い
・
忌
々
し
い
と
い
う
感
情
に
共
感
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
胸
に
宿
っ

た
憎
い
・
忌
々
し
い
と
い
う
感
情
の
対
象
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
な
り
ま
す
。
い
ま
や
彼
は
、
自
ら
の
不
正
義
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
た
人
物
の
境
遇

を
思
っ
て
身
に
つ
ま
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
被
害
者
の
境
遇
に
思
い
至
っ
て
悲
痛
な
気
持
ち
に
な
り
、
自
分
自
身
の
ふ
る
ま
い
が
引
き
起
こ

（
１１
）
こ
の
考
え
は
明
ら
か
に
キ
ケ
ロD

e
O
fficiis,

III.４２

を
反
映
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
た
の
はChrysippus

の
引
用
か
ら
で
あ
る
。

（
１２
）
ス
ミ
ス
の
権
利
体
系
に
つ
い
て
は
、LJ

（A

）i.１０
－１１
,

（B

）６－７

を
見
よ
。
ス
ミ
ス
は
、
近
代
初
期
の
自
然
法
学
理
論
に
従
っ
て
、
法
を
私
法
（
個
人
の
諸
権
利
）、
家
族
法
（
家

族
構
成
員
の
諸
権
利
）、
公
法
（
市
民
社
会
の
構
成
員
の
諸
権
利
）
に
分
類
し
た
。
私
法
は
さ
ら
に
、
個
人
の
自
然
的
諸
権
利
（
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
自
立
）
と
後
天
的
あ
る
い
は

獲
得
さ
れ
た
財
産
権
に
区
分
さ
れ
、
後
者
は
さ
ら
に
、
物
権
（
物
に
お
け
る
権
利
）
と
債
権
（
契
約
お
よ
び
他
人
に
対
す
る
不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
諸
権
利
）
に
区
分
さ
れ
た
。

自
然
的
権
利
と
後
天
的
権
利
の
区
別
に
つ
い
て
は
、LJ

（A

）i.１２
&
２４
,
ii.９３

,

（B

）８－１１
passim

,１４９
,１８２

を
見
よ
。

アダム・スミス『道徳感情論』第�部（山本）

３１２（６３６）

五
七



し
た
不
幸
な
結
果
を
悔
や
み
、
同
時
に
、「
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
、
自
分
は
世
人
の
憤
り
・
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
適
切
な
対
象
に
変
わ
り
、
ま
た
、
憤

り
か
ら
自
然
に
帰
結
す
る
仕
置
き
・
処
罰
の
適
切
な
対
象
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
感
じ
ま
す
。

こ
う
し
た
思
い
は
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
犯
人
に
つ
き
ま
と
い
、
怖
気
づ
か
せ
て
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
ま
す
。
犯
人
は
金
輪
際
社
会
に
顔
向
け
で
き
な

い
と
尻
ご
み
し
、
い
う
な
れ
ば
世
人
す
べ
て
の
親
愛
の
情
か
ら
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
・
放
り
出
さ
れ
た
わ
が
身
の
上
を
た
だ
想
像
す
る
ば
か
り
で
す
。
犯
人

は
こ
の
よ
う
に
深
刻
で
お
ぞ
ま
し
く
て
た
ま
ら
な
い
辛
酸
を
な
め
な
が
ら
、
共
感
を
よ
せ
ら
れ
・
慰
め
ら
れ
る
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
彼
の

犯
罪
は
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
、
そ
の
せ
い
で
彼
に
対
す
る
同
類
感
情
は
、
残
ら
ず
同
類
被
造
者
の
心
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
同
類
被
造
者

が
彼
に
つ
い
て
い
だ
く
こ
ん
な
感
情
こ
そ
、
ま
さ
し
く
彼
が
一
番
恐
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
が
敵
意
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
犯
人
は
、
人
間
の
顔
を
金
輪
際
見
な
く
て
す
む
も
の
な
ら
、
ま
た
、
自
分
の

犯
罪
へ
の
糾
弾
を
世
人
の
顔
色
に
読
み
と
ら
な
く
て
す
む
も
の
な
ら
、
ど
こ
か
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
荒
野
に
喜
ん
で
飛
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
孤
独
は
社
会
生
活
よ
り
も
一
段
と
お
ぞ
ま
し
い
の
で
す
。
彼
が
自
分
の
考
え
に
こ
も
る
と
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
不
吉
な
闇
・
不

運
・
災
難
ば
か
り
で
あ
り
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
不
幸
と
破
滅
を
告
げ
て
心
を
憂
鬱
に
す
る
予
感
だ
け
な
の
で
す
。
こ
う
し
て
彼
は
独
り
で
い
る
こ
と

に
ぞ
っ
と
し
、
社
会
に
し
ぶ
し
ぶ
戻
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
彼
は
再
び
世
人
の
面
前
に
赴
き
ま
す
が
、
彼
ら
の
前
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
慄
然
と
し
、
恥
ず
か

し
さ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
恐
怖
で
動
転
し
、
世
人
の
顔
色
か
ら
と
も
か
く
わ
ず
か
な
が
ら
も
加
護
を
求
め
て
す
が
り
つ
こ
う
と
し
ま
す
が
、
だ
れ
あ
ろ
う

彼
ら
こ
そ
、
す
で
に
自
分
に
対
し
て
有
罪
判
決
を
全
員
一
致
で
下
し
た
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

以
上
が
、「
悔
恨
」
と
適
切
に
呼
ば
れ
る
感
情
の
自
然
本
性
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
の
胸
に
や
ど
る
す
べ
て
の
感
情
の
な
か
で
も
一
番
お
ぞ
ま
し
い
も

の
で
す
。
こ
の
感
情
の
成
分
は
、
過
去
の
ふ
る
ま
い
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
い
う
感
覚
か
ら
く
る
恥
ず
か
し
さ
、
こ
の
ふ
る
ま
い
が
引
き
起
こ
し
た
結
果

に
対
す
る
悲
痛
な
思
い
、
こ
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
る
人
々
へ
の
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
理
性
的
な
被
造
者
の
胸
に

正
当
に
噴
き
上
が
る
憤
り
を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
・
処
罰
へ
の
戦
慄
と
怯
え
で
す
。

４

正
義
の
法
を
踏
み
に
じ
る
の
と
は
反
対
の
態
度
は
、
悔
恨
と
は
反
対
の
感
情
を
自
然
に
湧
き
立
た
せ
ま
す
。

高
潔
無
私
の
行
為
を
う
わ
つ
い
た
空
想
か
ら
で
は
な
く
適
切
な
動
機
か
ら
遂
行
し
た
人
は
、
自
分
が
献
身
し
た
相
手
の
様
子
に
心
弾
ま
せ
て
目
を
や

五
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り
、
そ
の
と
き
、
自
分
が
相
手
か
ら
愛
情
と
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
自
然
な
対
象
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
し
、
ま
た
、
相
手
の
愛
情
と
感
謝
の
念
に
共
感
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
分
は
世
人
の
だ
れ
か
ら
も
尊
敬
の
念
と
是
認
感
情
を
注
が
れ
る
自
然
な
対
象
で
あ
る
」
と
感
じ
ま
す
。

さ
ら
に
、
彼
は
自
分
の
行
動
の
動
機
を
振
り
返
っ
て
検
査
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
、
利
害
関
係
に
な
い
観
察
者
で
あ
れ
ば
立
つ
視
点
か
ら
そ
れ
を
調
べ
、

そ
の
上
で
な
お
彼
は
、
み
ず
か
ら
の
動
機
に
入
り
込
ん
で
い
き
、
想
定
さ
れ
た
こ
の
公
平
な
裁
判
官
の
是
認
感
情
に
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自

身
に
喝
采
を
贈
り
ま
す
。

相
手
当
事
者
と
公
平
な
観
察
者
双
方
の
視
点
か
ら
な
が
め
て
み
て
、
彼
の
目
に
は
自
分
自
身
の
ふ
る
ま
い
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
心
地
よ
い
も
の
に
映
り

ま
す
。
彼
の
心
は
、
自
分
の
ふ
る
ま
い
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
朗
ら
か
さ
、
す
が
す
が
し
さ
、
落
ち
着
き
で
満
た
さ
れ
ま
す
。
彼
は
世
人
の
だ
れ
と
も
友

情
で
結
ば
れ
和
合
し
、
同
類
被
造
者
を
見
つ
め
る
そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
自
信
に
あ
ふ
れ
、
他
人
の
幸
福
を
願
う
満
足
感
が
こ
も
り
、
自
分
は
世
人
か
ら
こ

よ
な
く
好
意
的
な
配
慮
を
受
け
る
に
値
す
る
人
物
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
確
信
に
輝
い
て
い
ま
す
。

以
上
の
諸
種
の
全
感
情
が
う
ち
そ
ろ
っ
て
結
合
す
る
と
こ
ろ
に
、
功
労
の
意
識
、
あ
る
い
は
、
功
労
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
ね
ぎ
ら
い
の
意
識
は
成
立

し
ま
す
。

第
三
章

自
然
が
造
っ
た
こ
の
仕
組
み
が
役
立
つ
目
的
に
つ
い
て

１

社
会
の
中
で
し
か
生
き
て
ゆ
け
な
い
人
間
は
、造
ら
れ
た
と
き
に
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
境
遇
に
適
応
す
る
能
力
を
、以
上
の
と
お
り
自
然
に
よ
っ

て
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
人
間
社
会
の
構
成
員
は
み
な
、
相
互
に
相
手
か
ら
の
協
力
を
必
要
と
し
て
い
る
一
方
、
同
時
に
ま
た
、
相
手
か
ら
権
利
侵
害
を
う

け
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
協
力
が
、
愛
情
・
感
謝
の
念
・
友
情
・
敬
意
を
動
機
と
し
て
互
恵
的
に
惜
し
み
な
く
与

え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
社
会
は
富
み
栄
え
、
幸
福
で
す
。
そ
の
社
会
の
多
種
多
様
な
構
成
員
は
み
な
、
愛
慕
・
親
愛
の
情
の
心
地
よ
い
絆
に
よ
っ
て
ひ
と

つ
に
結
ば
れ
、
相
互
に
善
行
を
施
し
あ
う
、
い
う
な
れ
ば
、
一
つ
屋
根
の
母
屋
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
で
す
。

２

し
か
し
で
す
。
社
会
で
必
要
と
さ
れ
る
協
力
が
、
そ
の
よ
う
に
高
潔
無
私
の
動
機
、
私
利
私
欲
を
離
れ
た
動
機
か
ら
惜
し
み
な
く
与
え
ら
れ
な
い
と
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し
て
も
、
つ
ま
り
、
そ
の
社
会
の
多
種
多
様
な
構
成
員
の
あ
い
だ
に
何
ら
愛
慕
・
親
愛
の
情
が
お
互
い
に
通
わ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
は
、
さ
ほ
ど

幸
福
で
も
心
地
よ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
な
ら
ず
解
体
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
お
よ
そ
社
会
は
、
そ
こ
に
一
片
の
愛
慕
・
親
愛
の
情

が
な
く
て
も
、「
社
会
は
何
か
に
役
立
つ
」と
い
う
感
覚
を
糧
と
し
て
、
多
種
多
様
な
人
々
の
あ
い
だ
で
か
ろ
う
じ
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ

て
、
多
種
多
様
な
商
事
企
業
の
経
営
者
の
社
会
は
そ
の
一
例
で
す
。
そ
ん
な
社
会
の
な
か
に
い
て
人
は
何
の
恩
義
も
受
け
ず
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
相
手
な
ど
ひ
と
り
も
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
社
会
は
、
合
意
さ
れ
た
価
格
に
従
っ
て
善
行
を
金
銭
目
当
て
に
交
換
す
る
こ
と
で
、
相
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３

し
か
し
、
社
会
は
、
お
互
い
を
傷
つ
け
権
利
侵
害
を
加
え
て
や
ろ
う
と
絶
え
ず
隙
を
ね
ら
う
人
た
ち
の
間
で
は
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
権

利
侵
害
が
起
き
る
や
い
な
や
、
お
互
い
の
憤
り
と
敵
愾
心
が
発
生
す
る
や
い
な
や
、
社
会
の
絆
は
こ
と
ご
と
く
切
断
さ
れ
、
社
会
を
構
成
し
て
い
た
多
種

多
様
な
人
員
は
、
そ
の
か
み
合
わ
な
い
心
の
動
き
の
激
発
・
反
発
に
よ
っ
て
、
い
う
な
れ
ば
、
散
り
散
り
に
な
っ
て
戸
外
に
飛
び
出
し
て
い
く
の
で
す
。

使
い
古
さ
れ
た
知
見
に
従
え
ば
、
強
盗
と
人
殺
し
の
間
に
お
よ
そ
社
会
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
少
な
く
と
も
お
互
い
の
間
で
は
強
盗
と
人
殺
し

を
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
１３
）。
し
た
が
っ
て
、
社
会
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
慈
恵
は
、
正
義
よ
り
も
本
質
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
慈
恵

が
な
い
社
会
は
、
居
心
地
満
点
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
か
ろ
う
じ
て
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
不
正
義
が
蔓
延
す

る
と
、
社
会
は
灰
燼
に
帰
す
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

４

し
た
が
っ
て
、
自
然
は
、
功
労
に
応
じ
た
ね
ぎ
ら
い
を
心
待
ち
に
す
る
意
識
を
利
用
し
て
、
人
類
に
恵
み
深
い
行
い
を
す
る
よ
う
し
き
り
と
勧
誘
し

ま
す
が
、
こ
の
慈
恵
の
実
践
が
怠
ら
れ
る
場
合
に
、
罪
責
に
応
じ
た
処
罰
に
怖
気
づ
か
せ
て
ま
で
そ
の
実
践
を
保
障
し
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は

考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

慈
恵
は
、
建
築
物
を
装
飾
す
る
飾
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
支
え
る
土
台
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
勧
告
さ
れ
る
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
押

し
つ
け
ら
れ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
正
義
は
、
建
物
全
体
を
維
持
す
る
大
黒
柱
で
す
。
も
し
も
こ
れ
が
取
り

除
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。
人
間
社
会
を
形
づ
く
る
偉
大
で
壮
大
な
仕
組
み
を
現
世
に
築
き
上
げ
支
援
す
る
こ
と
こ
そ
、
妙
な
言
い
方

六
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で
す
け
れ
ど
も
、
自
然
が
注
ぐ
格
別
で
愛
情
一
入
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
に
、
そ
れ
が
一
瞬
で
粉
々
に
な
り
元
素
に
も
ど
る
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
（
１４
）。

で
す
か
ら
、
正
義
を
踏
み
に
じ
れ
ば
、
懲
罰
に
値
す
る
と
い
う
意
識
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
罪
責
に
応
じ
た
処
罰
へ
の
怯
え
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
の
は
、

自
然
が
、
正
義
を
力
ず
く
で
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
そ
ん
な
意
識
や
感
情
を
人
間
の
胸
に
植
え
付
け
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
人
類
の
協
力
提
携
を
守

る
偉
大
な
番
人
と
し
て
、
弱
き
者
を
庇
護
し
、
横
暴
な
者
に
く
つ
わ
を
か
ま
せ
、
罪
有
る
者
を
懲
ら
し
め
ま
す
。

人
間
は
自
然
本
性
と
し
て
共
感
能
力
を
備
え
て
は
い
ま
す
が
、
特
別
に
縁
故
の
な
い
他
人
の
こ
と
を
案
じ
て
い
だ
く
感
懐
は
、
わ
が
身
を
案
じ
て
い
だ

く
そ
れ
に
比
べ
、
ま
こ
と
に
微
弱
で
す
。
ま
た
、
単
に
同
類
被
造
者
で
あ
る
と
い
う
間
柄
の
他
人
の
不
幸
は
、
自
分
自
身
の
わ
ず
か
な
便
宜
と
比
べ
て
さ

え
、
ま
こ
と
に
軽
々
し
く
扱
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
人
間
は
他
人
を
傷
つ
け
よ
う
と
思
え
ば
い
と
も
簡
単
に
そ
う
す
る
力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
い
と

い
う
欲
心
を
数
多
く
も
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
も
し
も
こ
の
原
理
が
人
間
の
心
の
中
に
そ
び
え
立
っ
て
他
人
を
守
ら
な
け
れ

ば
、
ま
た
、
こ
の
原
理
が
人
類
を
神
妙
に
さ
せ
て
落
ち
度
の
な
い
他
人
の
身
の
上
を
尊
重
さ
せ
な
け
れ
ば
、
人
間
は
野
獣
と
変
わ
り
な
く
、
他
人
に
飛
び

か
か
ろ
う
と
絶
え
ず
隙
を
ね
ら
う
で
し
ょ
う
し
、
人
間
の
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
、
獅
子
の
巣
窟
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と

と
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

５

宇
宙
の
ど
こ
を
見
て
も
わ
た
し
た
ち
は
そ
こ
に
、
手
段
と
そ
れ
が
生
み
出
す
べ
く
意
図
さ
れ
た
目
的
と
が
、
と
び
き
り
見
事
な
技
巧
に
よ
っ
て
か
み

合
わ
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
植
物
や
動
物
の
生
体
組
織
を
み
て
、
そ
の
各
部
が
二
つ
の
偉
大
な
自
然
の
目
的
―
―

個
体
の
維
持
と
種
族
の
増
殖
―
―
を
推
し
進
め
る
べ
く
、
何
と
見
事
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
と
賞
賛
し
ま
す
。

（
１３
）
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』３５１

c－３５２
c

で
示
し
た
知
見
で
あ
り
、
以
後
も
繰
り
返
し
考
察
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、Cicero,

D
e
officiis,

II.４０
;
H
eliodorus,

AEthiopian
H
istory,

book

v,
ch.１５

;
A
quinas,

Sum
m
a
Theologiae

II －１
.９４
.４
:
Pufendorf,

O
f
the
Law

of
N
ature

and
N
ations,

III.iv.２
&
V
III.iv.５

;
Locke,

An
Essay

C
oncerning

H
um
an

U
nderstanding,

I.ii.２
:
J.G
.H
eineccius,

A
M
ethodical

System
of
U
niversal

Law
,
translated

by
G
eorge

Turnbull,２
vols.,

London,１７４１
,
I
pp.３０１

－２
;
Francis

H
utcheson,

AnInquiry
into
the
O
riginalofO

ur
Ideas

ofBeauty
and
Virtue,

I.iv.４
:
H
um
e,
Second

Inquiry,
IV
.１５
;
Thom

as
R
eid,
PracticalEthics,

pp.１３８
&
１５６
.

（
１４
）
ス
ミ
ス
は
明
ら
か
に
ヒ
ュ
ー
ム
のInquiry,

A
ppendix

III.５

を
復
唱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
さ
ら
に
わ
た
し
た
ち
は
、
動
植
物
や
そ
の
種
の
対
象
の
な
か
に
、
各
種
運
動
・
有
機
組
織
の
目
的
因
と
は
別
に
、
そ
れ
ら
の
作
用
因
を
認
識

し
ま
す
。
食
物
の
消
化
、
血
液
の
循
環
、
生
体
組
織
か
ら
送
ら
れ
る
各
種
体
液
の
分
泌
は
、
い
ず
れ
も
動
物
の
生
命
が
目
指
す
あ
の
偉
大
な
目
的
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
働
き
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
う
し
た
働
き
を
説
明
す
る
際
に
、
そ
の
作
用
因
に
訴
え
る
つ
も
り
で
上
の
ふ
た
つ
の
目
的
を

使
っ
た
り
は
決
し
て
し
ま
せ
ん
し
、
血
液
が
自
力
で
循
環
す
る
と
か
、
食
物
が
自
力
で
消
化
す
る
と
か
、
し
か
も
、
循
環
や
消
化
と
い
っ
た
目
的
を
計
画
・

意
図
し
て
い
る
な
ど
と
想
像
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

機
械
時
計
の
歯
車
は
一
糸
乱
れ
ず
見
事
な
ま
で
に
、
時
刻
の
告
知
と
い
う
時
計
の
製
作
目
的
に
か
み
合
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
種
々
の
運
動
は
す
べ
て
精

巧
に
連
係
し
て
こ
の
効
果
を
生
み
出
し
ま
す
。
も
し
も
歯
車
に
こ
の
効
果
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
欲
望
や
意
図
が
授
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
歯
車
は
こ
ん

な
に
う
ま
く
は
や
り
遂
げ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
う
し
た
欲
望
や
意
図
が
歯
車
で
は
な
く
、
時
計
の
製
作
者
に
帰
属
す
る

と
み
な
す
の
で
あ
っ
て
、
歯
車
が
運
動
を
始
め
る
の
は
ぜ
ん
ま
い
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
ぜ
ん
ま
い
も
ま
た
歯
車
と
同
様
、
そ
れ
が
生
み
出
す
効
果
を

意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
物
体
の
働
き
を
説
明
す
る
際
に
作
用
因
と
目
的
因
を
識
別
で
き
な
い
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
の
に
、
心
の
働
き
を
説

明
す
る
際
に
は
、
や
や
も
す
る
と
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
要
因
を
相
互
に
取
り
違
え
る
き
ら
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
自
然
の
諸
原
理
に
導

か
れ
て
推
進
す
る
目
的
が
、
洗
練
・
啓
蒙
さ
れ
た
理
性
な
ら
で
は
の
勧
告
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
や
や
も
す
る
と
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
目
的
を
推

進
す
る
手
段
の
感
情
と
行
為
を
こ
の
理
性
の
所
産
で
あ
る
と
断
定
し
、
理
性
こ
そ
そ
の
作
用
因
で
あ
る
と
祭
り
上
げ
、
要
す
る
に
、
本
当
は
神
の
知
恵
で

あ
る
も
の
を
人
間
の
知
恵
で
あ
る
と
想
像
す
る
き
ら
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。
上
っ
面
し
か
見
な
い
と
、
こ
の
原
因
は
、
そ
れ
に
事
寄
せ
て
説
明
さ
れ
る
効

果
を
生
み
出
す
の
に
十
分
だ
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
人
間
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
の
学
理
体
系
は
、
そ
の
多
様
な
す
べ
て
の
働
き
が
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
た
っ

た
一
つ
の
原
理
か
ら
演
繹
さ
れ
る
と
き
、
わ
り
あ
い
と
単
純
で
呑
み
込
み
や
す
く
思
わ
れ
る
の
で
す
﹇V

II.iii.２
.５

参
照
﹈。

６
「
社
会
は
、
正
義
の
諸
法
が
そ
れ
な
り
に
遵
守
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
存
続
し
え
ず
、
社
会
生
活
上
の
つ
き
あ
い
は
、
相
互
の
権
利
侵
害
を
総
じ
て
差

し
控
え
る
人
の
間
柄
で
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
」。
従
来
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
に
と
っ
て
正
義
は
必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
考
え
を
ひ
ね
り
出
し
、「
だ

か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
は
正
義
の
諸
法
の
違
反
者
を
処
罰
し
、
こ
の
や
り
か
た
で
正
義
の
諸
法
を
強
制
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
の
だ
」
と
考
え
ら
れ
て
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き
ま
し
た
。

従
来
、「
人
間
は
他
者
と
の
交
わ
り
を
求
め
て
い
く
自
然
な
愛
情
を
も
ち
、
み
ず
か
ら
は
人
類
の
合
一
か
ら
何
の
恩
恵
も
引
き
出
す
見
込
み
が
な
く
と

も
、
こ
の
合
一
が
そ
れ
自
体
の
た
め
に
保
全
さ
れ
て
ほ
し
い
と
願
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
（
１５
）。
社
会
に
秩
序
が
あ
り
富
み
栄
え
て
い
る
状
態
は
、
人

間
に
と
っ
て
心
地
よ
く
、
ま
た
、
そ
ん
な
状
況
を
思
索
す
る
と
き
人
間
は
甘
美
な
思
い
を
し
ま
す
。
逆
に
、
社
会
が
無
秩
序
で
混
乱
し
て
い
る
状
態
は
、

嫌
悪
の
対
象
で
あ
り
、
人
は
こ
ん
な
状
態
を
生
み
出
す
傾
向
が
あ
る
も
の
を
み
る
と
何
で
あ
れ
口
惜
し
い
と
思
い
ま
す
。
人
は
ま
た
、
自
分
自
身
の
利
益

が
社
会
の
繁
栄
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
分
の
幸
福
、
お
そ
ら
く
、
自
分
の
存
在
の
保
全
は
、
社
会
の
保
全
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
人
間
は
、
社
会
を
破
壊
す
る
傾
向
が
潜
む
も
の
に
は
何
で
あ
れ
忌
々
し
い
と
い
う
感
情
を
い
だ

き
、
ま
こ
と
憎
ら
し
く
・
ま
こ
と
お
ぞ
ま
し
い
事
態
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ど
ん
な
手
段
で
も
よ
ろ
こ
ん
で
使
い
ま
す
。

不
正
義
は
必
ず
社
会
を
破
壊
す
る
傾
向
を
も
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
不
正
義
が
現
れ
る
と
い
つ
で
も
人
は
警
戒
心
を
も
ち
、
ほ
っ
た
ら
か
し
て
お
く
と

た
ち
ま
ち
大
切
な
も
の
を
全
滅
さ
せ
る
事
態
の
進
行
を
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
駆
け
出
し
て
い
っ
て
止
め
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
も
し
そ
の
事
態
を
取

り
締
ま
る
の
に
穏
や
か
で
公
正
な
手
段
で
は
無
理
な
場
合
、
人
は
そ
れ
を
実
力
・
暴
力
に
よ
っ
て
打
ち
砕
く
に
ち
が
い
な
く
、
と
に
か
く
そ
れ
以
上
事
態

が
進
行
す
る
の
を
食
い
止
め
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、人
間
は
正
義
の
諸
法
の
違
反
者
を
死
刑
に
し
て
ま
で
こ
の
法
の
強
制
を
し
ば
し
ば
是
認
す
る
の
だ
、と
言
わ
れ
ま
す
。

公
共
の
平
和
を
妨
害
す
る
者
は
死
刑
に
よ
っ
て
現
世
か
ら
引
っ
こ
抜
か
れ
、
一
方
、
そ
の
ほ
か
の
人
た
ち
は
、
犯
人
が
身
を
も
っ
て
例
示
し
た
末
路
を
わ

が
身
に
重
ね
合
わ
せ
て
怖
気
づ
く
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

７

以
上
の
説
明
は
、
わ
た
し
た
ち
が
不
正
義
の
処
罰
を
是
認
す
る
理
由
に
つ
い
て
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
説
明
に
は
、

（
１５
）
ス
ミ
ス
は
こ
こ
で
い
く
つ
か
の
も
の
の
考
え
方
を
お
お
ま
か
に
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
正
義
の
基
礎
に
は
功
利
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
と
り
わ

けSecond
Inquiry,

III

の
な
か
に
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
間
の
自
然
本
性
が
社
交
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
的
に
呈
示
し
て
い
る
箇
所
は
、

た
と
え
ば
、
い
か
に
も
ハ
チ
ス
ン
を
思
わ
せ
る
言
及
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
はLJ

（A

）ii.９０

で
、
処
罰
を
公
共
善
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
手
法
を
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
そ
の
ほ

か
の
著
作
者
」
に
事
寄
せ
て
語
っ
て
い
る
。
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条
件
つ
き
な
が
ら
一
面
の
真
理
が
疑
い
も
な
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
処
罰
が
適
切
で
あ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
自
然
な
感
覚

を
も
ち
ま
す
が
、
し
ば
し
ば
こ
の
感
覚
を
補
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
、
社
会
の
秩
序
を
保
全
す
る
た
め
に
処
罰
が
い
か
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る

か
を
つ
く
づ
く
思
い
返
す
わ
け
で
す
。

世
人
は
罪
あ
る
人
の
犯
罪
に
自
然
な
怒
り
を
い
だ
き
、
そ
の
怒
り
は
、
犯
罪
に
加
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
正
当
な
返
報
を
世
人
に
告
げ
る
の
で
す
が
、

い
ざ
罪
人
が
こ
の
返
報
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
た
、
彼
の
不
正
義
が
迫
り
く
る
処
罰
の
脅
威
に
鼻
を
へ
し
折
ら
れ
顔
色
を
失
う
と
き
、
そ
し
て
、

彼
が
恐
怖
の
的
で
は
な
く
な
る
と
き
、
高
潔
無
私
で
情
け
深
い
人
た
ち
に
は
、
し
だ
い
に
彼
が
哀
れ
み
の
対
象
に
な
り
だ
し
ま
す
。
彼
ら
は
、
罪
人
が
引

き
起
こ
し
た
他
人
の
苦
し
み
を
案
じ
て
憤
っ
た
の
で
し
た
が
、
彼
が
い
ざ
受
け
よ
う
と
す
る
苦
し
み
を
思
う
と
、
そ
の
憤
り
は
消
え
て
な
く
な
り
ま
す
。

彼
ら
は
、
思
わ
ず
罪
人
を
赦
免
し
、
も
う
責
め
立
て
る
ま
い
、
罰
を
免
除
し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
罰
こ
そ
、

彼
ら
が
冷
静
な
と
き
に
は
絶
え
ず
、
あ
ん
な
犯
罪
に
は
加
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
仕
返
し
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
も
の
な
の
で
す
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
高
潔
無
私
で
情
け
深
い
人
た
ち
は
、
社
会
の
一
般
的
利
益
と
い
う
理
由
づ
け
を
ひ
ね
り
出
し
て
こ
れ
に
助
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
わ
け
で
す
。
彼
ら
は
、
こ
ん
な
浅
薄
・
偏
狭
な
思
い
や
り
の
衝
動
を
、
も
っ
と
高
潔
無
私
で
包
容
力
の
あ
る
思
い
や
り
の
指
令
に
よ
っ
て
打
ち
消
し

ま
す
。
彼
ら
は
、
罪
人
へ
の
慈
悲
が
無
辜
の
人
へ
の
残
酷
な
仕
打
ち
で
あ
る
こ
と
を
つ
く
づ
く
思
い
返
し
、
一
人
の
特
定
人
物
を
案
ず
る
い
た
わ
り
の
情

動
に
対
し
て
、
世
人
を
案
じ
て
も
っ
と
拡
張
さ
れ
た
い
た
わ
り
を
突
き
つ
け
る
の
で
す
。

８

ま
た
、
わ
た
し
た
ち
は
、
正
義
の
一
般
的
準
則
を
守
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
擁
護
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
、
正

義
の
一
般
的
準
則
が
社
会
の
維
持
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
づ
け
を
行
い
ま
す
。

よ
く
耳
に
す
る
こ
と
で
す
が
、
若
者
や
放
蕩
好
き
は
、
道
徳
学
上
の
神
聖
き
わ
ま
り
な
い
準
則
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
ま
す
し
、
断
固
唾
棄
す
べ
き
処
世
訓

に
誓
い
を
立
て
て
ふ
る
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
挙
動
は
、
と
き
に
腐
敗
し
た
心
、
た
い
て
い
は
見
栄
か
ら
生
じ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
怒
り
は
目
覚

め
、
そ
ん
な
類
の
い
と
わ
し
い
主
義
に
反
駁
し
て
そ
れ
を
暴
き
出
し
ま
す
。

し
か
し
で
す
。
そ
ん
な
主
義
に
反
発
し
て
わ
た
し
た
ち
の
怒
り
が
当
初
に
燃
え
立
つ
理
由
は
、
そ
の
主
義
自
体
が
憎
ら
し
く
・
い
と
わ
し
い
性
質
を
内

に
も
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
が
、
こ
の
点
を
と
ら
え
て
そ
の
主
義
に
有
罪
宣
告
を
下
す
唯
一
の
理
由
と
し
て
挙
げ
、「
わ
た
し
た
ち
の
胸
が
そ
れ
を
憎
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ら
し
く
・
い
と
わ
し
い
と
感
じ
て
い
る
」
の
一
点
張
り
で
は
気
が
引
け
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
理
由
づ
け
で
議
論
に
決
着
が
つ
く
よ
う
に
は
見

え
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
主
義
を
憎
ら
し
く
・
い
と
わ
し
い
と
感
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
憎
ら
し
い
・
い
と
わ
し
い
と
い
う
感

情
を
注
が
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
だ
か
ら
で
す
。
も
し
そ
う
だ
と
い
う
の
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
理
由
づ
け
で
は
議
論
に
決
着
が
つ
か
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
あ
ん
な
ふ
う
に
、
あ
る
い
は
こ
ん
な
ふ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
質
問
が
出
て
く
る
と
こ
ろ

か
ら
し
て
、
そ
の
質
問
者
の
目
に
は
、
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
方
が
そ
れ
自
体
と
し
て
、
憎
ら
し
く
・
い
と
わ
し
い
と
い
う
感
情
の
自
然
で
適
切
な
対
象
と
は

映
っ
て
い
な
い
―
―
こ
の
事
実
が
ま
ず
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
感
情
が
そ
の
ふ
る
ま
い
に
注
が
れ
る
理
由
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い

以
外
に
あ
る
こ
と
を
質
問
者
に
示
し
て
や
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
以
外
の
論
拠
を
求
め
て
一
般
的
に
思
案
を

め
ぐ
ら
せ
、
最
初
に
思
い
つ
く
の
が
、「
そ
ん
な
所
業
が
あ
ま
ね
く
は
び
こ
る
な
ら
ば
社
会
は
無
秩
序
に
な
り
混
乱
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
理
由
づ
け
な

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
蓋
然
的
推
理
を
主
張
し
な
い
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

９

し
か
し
で
す
。
ど
ん
な
遊
蕩
三
昧
に
も
社
会
の
繁
栄
を
破
壊
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
く
ら
い
、
大
し
た
識
別
力
が
な
く
て
も
ふ
つ
う
は
わ
か
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
当
初
わ
た
し
た
ち
が
遊
蕩
三
昧
に
い
き
り
立
つ
の
は
、
そ
ん
な
傾
向
が
理
由
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ど
ん
な
に
愚
か
で
無
思
慮
な

者
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
は
詐
欺
・
裏
切
り
・
不
正
義
に
対
し
て
忌
々
し
い
と
思
い
、
こ
ん
な
所
業
が
処
罰
さ
れ
る
の
を
見
聞
し
て
甘
美
な
思
い
を

い
だ
き
ま
す
。
他
方
、
正
義
が
社
会
の
存
在
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
ど
ん
な
に
明
ら
か
な
こ
と
に
映
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
つ
く
づ
く
思
い
返
す
人

が
い
た
た
め
し
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
（
１６
）。

１０
「
個
人
に
加
え
ら
れ
た
犯
罪
を
処
罰
す
る
こ
と
に
、
当
初
わ
た
し
た
ち
を
引
き
込
ん
で
ゆ
く
も
の
は
、
社
会
の
保
存
に
注
が
れ
る
配
慮
で
は
な
い
」。

こ
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
一
目
瞭
然
の
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
１６
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
以
下
の
い
く
つ
か
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
、IV

.２

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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個
人
の
運
勢
や
幸
福
に
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
関
心
は
ど
こ
か
ら
湧
き
あ
が
る
か
と
い
え
ば
、
通
常
の
例
で
は
、
社
会
の
命
運
や
幸
福
に
わ
た
し
た
ち

が
い
だ
く
関
心
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
ギ
ニ
ー
の
損
失
が
わ
た
し
た
ち
に
気
が
か
り
な
の
は
、
こ
の
一
ギ
ニ
ー
が
千
ギ
ニ
ー
の
一
部
だ
か
ら
で
は
あ

り
ま
せ
ん
し
、
わ
た
し
た
ち
が
千
ギ
ニ
ー
全
額
の
損
失
を
心
配
す
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
と
同
じ
理
屈
で
、
あ
る
一
人
の
人
間
の
破
滅
や
落

命
が
わ
た
し
た
ち
に
気
が
か
り
な
の
は
、
こ
の
人
が
社
会
の
一
員
つ
ま
り
そ
の
一
部
だ
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
わ
た
し
た
ち
が
社
会
の
破
滅
を
心
配

す
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
の
例
で
も
わ
た
し
た
ち
が
個
体
に
注
ぐ
配
慮
は
、
全
体
集
合
に
注
ぐ
配
慮
か
ら
湧
き
あ
が
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
い
ず
れ
の
例
で

も
わ
た
し
た
ち
が
全
体
集
合
に
注
ぐ
配
慮
の
ほ
う
こ
そ
、
全
体
を
構
成
す
る
多
様
な
個
体
を
案
ず
る
個
々
の
配
慮
が
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
・
組
み
上
げ
ら
れ

て
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

少
額
の
お
金
が
不
当
に
奪
わ
れ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
権
利
侵
害
を
訴
追
す
る
動
機
は
、
自
分
の
全
財
産
を
保
全
す
る
こ
と
に
注
が
れ
る
配
慮

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
失
っ
た
特
定
の
価
額
の
お
金
に
注
が
れ
る
配
慮
で
す
。
し
か
ら
ば
、
一
人
の
人
間
が
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
り
、
破
滅
さ
せ
ら
れ
た

り
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
に
加
え
ら
れ
た
侵
害
行
為
の
処
罰
を
要
求
す
る
の
は
、
社
会
の
一
般
的
利
益
に
関
心
を
よ
せ
る
か
ら
で
は
な
く
、
権
利

を
侵
害
さ
れ
た
ま
さ
し
く
そ
の
個
人
に
関
心
を
よ
せ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
関
心
は
、
愛
と
か
敬
意
と
か
親
愛
の
情
と
一
般
に
呼
ば
れ
、
わ
た
し
た
ち
が
特
定
の
友
人
知
人
だ
け
に
注
い
で
彼
ら
を
他
か
ら
区
別
す

る
繊
細
優
美
な
感
情
を
少
し
も
含
ま
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
事
実
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
犯
罪
の
処
罰
に
当
初
わ
た
し
た
ち
を
引
き
込
む
の
に
不
可

欠
な
関
心
は
、
せ
い
ぜ
い
、
同
類
被
造
者
で
あ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
わ
た
し
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
せ
る
一
般
的
な
同
類
感
情
で
足
り

ま
す
。
た
と
え
わ
た
し
た
ち
が
毛
嫌
い
す
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
彼
が
腹
立
た
し
い
扱
い
を
し
て
も
い
な
い
相
手
か
ら
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
な
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
彼
の
憤
り
に
入
り
込
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
が
日
ご
ろ
彼
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
を
否
認
し
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
わ
た

し
た
ち
が
彼
の
自
然
な
怒
り
に
同
類
感
情
を
よ
せ
る
妨
げ
に
は
ま
っ
た
く
な
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
ひ
た
す
ら
率
直
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
人
た

ち
や
、
自
然
に
湧
き
あ
が
る
諸
感
情
を
一
般
的
準
則
に
よ
っ
て
矯
正
・
規
律
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
人
た
ち
は
、
や
や
も
す
る
と
先
ほ
ど
の
事

情
に
よ
っ
て
彼
へ
の
同
類
感
情
が
ず
い
ぶ
ん
鈍
り
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
。

六
六
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１１

た
し
か
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
単
に
社
会
の
一
般
的
利
益
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
、
処
罰
を
行
い
か
つ
そ
れ
を
是
認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
、
処
罰
以
外
の
方
法
で
は
社
会
の
一
般
的
利
益
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
想
像
し
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
内
務
警
察
の
、
あ
る
い
は
軍
務
の
規
律
に
違
反
し
た
と
し
て
行
わ
れ
る
処
罰
は
す
べ
て
こ
の
種
の
も
の
で
す
。
こ
の
種
の
犯
罪
は
、
特
定
の

個
人
を
即
座
に
直
接
傷
つ
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
発
生
す
る
事
態
は
、
や
が
て
無
視
で
き
な
い
不
都
合
や
深
刻
な
無

秩
序
を
そ
の
社
会
に
生
み
出
す
か
あ
る
い
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
歩
哨
が
見
回
り
時
に
居
眠
り
を
す
れ
ば
、
戦
時
法
規
に

よ
り
死
刑
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
そ
ん
な
不
注
意
が
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
全
軍
を
危
険
に
陥
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
（
１７
）。
こ
う
い
う
厳
格
な
処
断

は
、
多
く
の
場
面
で
是
非
必
要
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
正
当
で
適
切
で
あ
る
と
映
っ
て
も
お
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
の
保
存
が
全
体
集
合
の
安

全
と
両
立
し
な
い
と
き
、
多
数
の
命
が
一
人
の
命
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
ほ
ど
正
当
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ん
な
処
罰
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
い
つ
だ
っ
て
あ
ま
り
に
も
厳
格
過
ぎ
る
と
映
り
ま
す
。

こ
の
犯
罪
か
ら
自
然
に
う
け
る
陰
惨
な
感
じ
は
、
ず
い
ぶ
ん
わ
ず
か
で
あ
り
、
一
方
、
そ
れ
に
対
す
る
処
罰
は
ず
い
ぶ
ん
重
い
と
思
わ
れ
て
、
わ
た
し
た

ち
の
心
は
大
分
無
理
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
処
断
と
は
折
り
合
え
ま
せ
ん
。
上
の
よ
う
な
不
注
意
は
強
い
非
難
に
値
す
る
と
映
り
ま
す
が
、
こ
の
犯
罪

を
思
い
浮
か
べ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
あ
ん
な
に
お
ぞ
ま
し
い
仕
返
し
を
さ
せ
る
よ
う
な
憤
り
は
、
自
然
に
は
�
き
立
て
ら
れ
ま
せ
ん
。

情
け
深
い
人
な
ら
ば
、
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
、
努
力
を
し
、
不
退
転
の
決
意
を
固
め
た
あ
と
で
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
罰
を
執
行
し
た
り
、
他
人
が
そ
ん

な
処
罰
を
す
る
と
き
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
り
す
る
決
心
は
つ
か
な
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
恩
知
ら
ず
な
人
殺
し
・
親
殺
し
が
正
当
な
処
罰
を
受
け
る
場
合
、
そ
れ
を
見
た
情
け
深
い
人
の
心
境
は
こ
ん
な
ふ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
場
合
、
彼
の
心
は
、
熱
烈
に
、
ま
た
有
頂
天
に
さ
え
な
っ
て
正
当
な
返
報
に
喝
采
を
贈
り
ま
す
。
こ
の
返
報
は
、
そ
ん
な
い
と
わ
し
い
犯
罪
に
与
え
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
な
に
か
の
偶
然
で
犯
罪
者
が
た
ま
た
ま
返
報
を
免
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
大
い
に
激
高
し
落
胆
し
ま
す
。

上
記
の
異
な
っ
た
処
罰
を
な
が
め
る
見
物
人
の
胸
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
違
う
感
情
が
や
ど
り
ま
す
が
、
こ
の
事
実
は
、「
彼
が
一
方
の
処
罰
を
是
認
す
る

際
に
基
づ
く
諸
原
理
は
、
他
方
の
処
罰
を
是
認
す
る
際
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
で
す
。
彼
は
歩
哨
を
不
運
な
犠
牲
者

（
１７
）LJ

（A

）ii.９２
,

（B

）１８２

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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と
み
な
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
歩
哨
の
命
は
た
し
か
に
多
数
者
の
安
全
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
心
の
中
で
は
、
そ
の
命
を
助
け
て
あ
げ
た
い
と
思
い
、
ま
た
、
多
数
者
の
利
益
が
歩
哨
の
助
命
と
相
容
れ

な
い
と
い
う
事
実
を
ひ
た
す
ら
残
念
に
思
い
ま
す
。
一
方
、
人
殺
し
が
処
罰
を
免
れ
る
な
ら
ば
、
彼
の
心
に
は
こ
の
上
な
い
怒
り
が
�
き
立
て
ら
れ
、
彼

は
神
に
向
か
い
、「
人
間
界
の
司
法
の
不
全
の
せ
い
で
地
上
で
は
懲
戒
さ
れ
ず
に
す
ま
さ
れ
た
犯
罪
を
あ
の
世
で
仕
置
き
し
て
く
だ
さ
い
」
と
懇
請
す
る

で
し
ょ
う
。

１２

思
え
ば
、
以
下
の
点
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
と
て
も
有
意
義
で
す
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
は
、
社
会
の
秩
序
が
処
罰
な
し
に
は
維
持
で
き
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
を
理
由
に
し
て
不
正
義
は
現
世
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
と
想
像
す
る
わ
け
で
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
証
拠
に
、「
あ

の
世
で
も
不
正
義
は
処
罰
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
希
望
を
も
ち
な
さ
い
」
と
、
わ
た
し
た
ち
は
自
然
か
ら
教
わ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
そ
う
い
う
期
待
に
お
墨

付
き
を
与
え
る
も
の
こ
そ
宗
教
で
あ
る
と
わ
た
し
た
ち
は
思
い
定
め
て
い
ま
す
。

「
不
正
義
は
懲
罰
に
値
す
る
」
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
は
、
不
正
義
を
追
及
す
る
手
を
緩
め
ず
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
墓
場
の
か
な
た
に
ま
で

そ
の
手
を
伸
ば
し
ま
す
。
も
と
よ
り
、
あ
の
世
で
不
正
義
が
処
罰
さ
れ
て
も
、
ほ
か
の
人
間
た
ち
は
こ
の
世
で
そ
れ
を
見
も
せ
ず
知
り
も
し
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
彼
ら
が
同
種
の
所
業
で
有
罪
に
な
る
こ
と
を
抑
止
す
る
効
果
は
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
神
の
正
義
が
あ
る
以
上
、
寡
婦

や
父
無
し
児
が
こ
の
世
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
侮
ら
れ
る
の
に
だ
れ
も
罰
せ
ら
れ
ず
に
す
ま
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
彼
ら
の
権
利
を
侵
害
し
た
行
為
を
神

が
あ
の
世
で
仕
置
き
す
る
こ
と
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
」と
わ
た
し
た
ち
は
考
え
ま
す
。
以
上
の
し
だ
い
で
、
こ
れ
ま
で
世
界
に
現
れ
た
ど
ん
な
宗
教
、

ど
ん
な
民
間
伝
承
で
も
、
邪
悪
な
も
の
を
処
罰
し
、
心
正
し
い
も
の
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
に
、
地
獄
と
極
楽
の
よ
う
な
場
所
が
置
か
れ
て
き
た
の
で
す
（
１８
）。

（
１８
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
の
文
章
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
文
と
差
し
替
え
ら
れ
た
の
は
、
は
る
か
に
長
い
節
で
あ
り
、
以
下
に
お
い
て
初
版
の
該
当
箇
所
を
付
記
す
る
。

こ
の
節
の
背
景
を
な
す
手
稿
お
よ
び
そ
れ
が
ス
ミ
ス
の
思
想
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、D

.D
.Raphael&

A
.L.M

acfie

編TM
S

のA
ppendix

II

を
見
よ
。
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酒
色
に
ふ
け
る
人
間
が
富
を
愛
し
、
貧
困
を
憎
ら
し
く
思
う
の
と
同
じ
く
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
は
、
美
徳
を
愛
し
、
悪
徳
を
憎
ら
し
く
思
う
が
、
そ
れ
は
、
愛
憎
の
対
象

そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
が
生
み
出
そ
う
と
指
向
す
る
結
果
に
関
心
を
よ
せ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
は
、
他
者
の
幸
福
を
望
む
心
に
衝
き
動
か

さ
れ
て
社
会
の
幸
福
を
求
め
る
が
、
彼
が
美
徳
を
愛
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
そ
れ
が
社
会
の
幸
福
を
推
し
進
め
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
は
、
同
じ
神
々

し
い
資
質
﹇
他
者
の
幸
福
を
望
む
心
﹈
を
も
つ
の
で
人
類
の
不
幸
を
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
み
る
が
、
彼
が
悪
徳
を
憎
ら
し
く
思
う
の
は
、
ひ
と
え
に
、
そ
れ
が
人
類
の
不
幸
を
も
た

ら
す
か
ら
で
あ
る
。

以
上
は
、
自
然
の
教
義
で
は
な
く
、
気
は
利
い
て
い
る
が
無
理
や
り
こ
し
ら
え
磨
き
上
げ
ら
れ
た
哲
学
の
教
義
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
す
べ
て
の
感
情
は
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
以
下
の
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
仕
向
け
ま
す
。
完
全
な
美
徳
は
、
そ
れ
自
体
を
理
由
に
し
て
・
そ
の
先

に
く
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
目
も
く
れ
ず
に
、
愛
情
を
注
が
れ
・
ね
ぎ
ら
わ
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
も
そ
う
映
り
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る

存
在
の
目
に
も
、
必
ず
そ
う
映
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
同
様
に
、
悪
徳
は
、
そ
れ
自
体
を
理
由
に
し
て
憎
し
み
を
ぶ
つ
け
ら
れ
・
処
罰
さ
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対

象
で
あ
る
と
映
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
神
々
は
、
憤
っ
て
も
な
ら
ず
、
傷
つ
け
て
も
な
ら
な
い
」
と
は
、
古
代
哲
学
の
各
流
派
い
ず
れ
も
が
認
め
る
一
般
的
格
率
で
し
た
。
そ
こ
で
の
「
憤
る
」
と
い
う
意
味
が
、
乱
暴

で
見
境
な
く
厄
介
を
か
け
、
人
の
心
を
し
き
り
に
動
転
・
狼
狽
さ
せ
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
ま
た
、「
傷
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
が
、
手
当
た
り
し
だ
い
に
危
害
を
加
え
、
適
切
さ
や

正
義
を
顧
み
な
い
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
ん
な
浅
薄
さ
は
疑
い
も
な
く
、
神
々
し
い
完
璧
さ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
こ
の
格
率
の
意
味
が
、「
悪
徳
は
、
神
と
あ
が

め
ら
れ
る
存
在
の
目
に
、
そ
れ
自
体
を
理
由
に
し
て
忌
々
し
い
・
嫌
い
だ
と
い
う
感
情
の
対
象
と
は
映
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
自
体
を
理
由
に
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
正

し
い
対
象
と
は
映
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
格
率
を
真
理
で
あ
る
と
た
や
す
く
認
め
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感
情
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
や
や
も
す
る
と
、「
神
の
神
聖
さ
を
前
に
す
れ
ば
、
貧
弱
で
不
完
全
な
人
間
の
美
徳
は
、
お
よ
そ
ね
ぎ
ら

い
に
値
す
る
な
ど
と
思
わ
れ
ず
、
ま
し
て
悪
徳
が
処
罰
に
値
す
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
不
安
に
な
り
が
ち
で
す
。
人
間
は
、
果
て
し
な
く
完
全
な
存

在
の
前
に
い
ざ
進
み
出
よ
う
と
す
る
と
、
自
分
自
身
の
功
労
、
自
分
自
身
の
ふ
る
ま
い
の
不
完
全
な
適
切
さ
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
自
信
し
か
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
の
同

類
被
造
者
の
面
前
で
は
、
わ
が
身
を
上
位
に
置
い
て
も
正
当
だ
と
い
う
こ
と
が
度
々
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
同
類
被
造
者
が
自
分
よ
り
ず
っ
と
不
完
全
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し

合
わ
せ
、
わ
が
人
柄
と
ふ
る
ま
い
を
高
く
評
価
し
て
も
当
然
だ
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
が
い
ざ
無
窮
の
創
造
主
の
面
前
に
進
み
出
よ
う
と
す

る
と
、
事
情
は
ま
っ
た
く
ち
が
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
存
在
か
ら
見
て
、
卑
小
・
貧
弱
な
人
間
が
敬
意
を
払
わ
れ
・
ね
ぎ
ら
わ
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
あ
る
な
ど
と
、
人
間
に
は

と
て
も
想
像
で
き
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
人
は
、
自
分
が
有
罪
と
さ
れ
た
無
数
の
義
務
違
反
の
た
め
に
、
嫌
悪
の
情
を
ぶ
つ
け
ら
れ
、
処
罰
さ
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
に
変
わ
り
果
て
て
い
く
、
そ
ん
な
様
子
を

た
や
す
く
心
に
い
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分
の
す
が
た
は
ま
こ
と
悪
質
な
虫
け
ら
と
し
て
映
る
に
き
ま
っ
て
い
る
、
と
自
分
で
も
気
づ
い
て
い
る
ほ
ど
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
虫

け
ら
の
上
に
神
々
し
い
怒
り
が
止
め
処
な
く
浴
び
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
理
由
な
ど
彼
に
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
彼
が
そ
れ
で
も
な
お
幸
せ
を
望
む
な
ら
ば
、
自
分
に
は
神
の
正
義

に
訴
え
て
そ
れ
を
請
求
す
る
資
格
は
な
く
、
神
の
恩
寵
に
す
が
っ
て
そ
れ
を
懇
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
意
識
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
過
去
の
ふ
る
ま
い
を
思
い
浮
か
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セ
ク
シ
ョ
ン
�

行
為
の
功
労
ま
た
は
罪
責
に
つ
い
て
世
人
が
い
だ
く
感
情
に
、
運
命
が
及
ぼ
す
支
配
に
つ
い
て

序

論

１

お
よ
そ
行
為
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
賛
辞
や
非
難
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
と
も
、
そ
の
帰
属
先
は
以
下
の
三
つ
で
す
。
第

一
に
、
行
為
を
生
む
内
心
の
意
図
・
心
の
動
き
、
第
二
に
、
こ
の
心
の
動
き
が
引
き
起
こ
し
、
外
部
に
現
れ
た
身
体
の
行
為
・
運
動
、
第
三
に
、
身
体
の

運
動
か
ら
実
際
に
事
実
と
し
て
生
じ
た
善
い
結
果
あ
る
い
は
悪
い
結
果
で
す
。
以
上
の
異
な
る
三
つ
の
も
の
は
、
行
為
の
自
然
本
性
と
行
為
に
ま
つ
わ
る

事
情
の
全
体
を
構
成
し
て
お
り
、
行
為
に
帰
属
す
る
ど
ん
な
資
質
の
根
底
に
も
、
上
の
三
要
素
が
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

２
「
行
為
に
ま
つ
わ
る
上
の
三
つ
の
事
情
の
う
ち
最
後
の
二
つ
は
、
お
よ
そ
賛
辞
や
非
難
の
根
拠
た
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
言
を
重
ね
る
ま
で

も
な
く
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
異
議
を
唱
え
た
人
は
今
ま
で
に
い
ま
せ
ん
。
一
点
の
落
ち
度
も
な
い
行
為
と
こ
の
上
な
い
非
難
に
値
す
る
行
為
が
、
外
部
に

現
れ
た
身
体
の
行
為
・
運
動
と
し
て
み
れ
ば
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
鳥
を
撃
つ
人
と
人
間
を
撃
つ
人
で
は
、
両
者
と
も
、
銃
の

引
き
金
を
引
く
と
い
う
同
一
の
外
部
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ど
ん
な
行
為
で
あ
れ
、
そ
こ
か
ら
実
際
に
事
実
と
し
て
生
じ
る
結
果
が
偶
然
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
、
身
体
の
外
部
運
動
に
も
ま
し
て
、
ず
っ
と
賛
辞
や
非
難
と
は
無
関
係
で
す
。
結
果
は
、
行
為
者
で
は
な
く
運
に
よ
っ
て
決
ま

る
も
の
な
の
で
、
お
よ
そ
感
情
を
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に
差
し
向
け
る
根
拠
と
し
て
は
適
切
で
あ
り
ま
せ
ん
。

３

結
果
ゆ
え
に
責
任
を
問
わ
れ
た
り
、
結
果
し
だ
い
で
な
ん
ら
か
の
是
認
な
い
し
否
認
に
値
す
る
と
判
定
さ
れ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
結
果
が
、
と
に

か
く
何
ら
か
の
仕
方
で
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
少
な
く
と
も
、
な
に
が
し
か
の
心
地
よ
い
資
質
か
心
地
悪
い
資
質
が
、
行
動
の
動
機
・

内
心
の
意
図
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
結
果
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
お
よ
そ
行
為
に
対
し
て
正
当
に
与
え
ら
れ
る
ど
ん
な

種
類
の
賛
辞
�非
難
、
是
認
�否
認
も
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
内
心
の
意
図
・
心
の
動
き
、
つ
ま
り
、
も
く
ろ
み
の
適
切
さ
�不
適
切
さ
、
あ
る
い
は
、
そ
の

恵
み
深
さ
�有
害
性
に
帰
属
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

七
〇
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４

こ
の
格
率
が
上
の
よ
う
に
抽
象
的
・
一
般
的
な
用
語
で
呈
示
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
に
同
意
し
な
い
人
は
ひ
と
り
も
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
自

明
の
理
は
、
世
の
中
全
体
か
ら
承
認
さ
れ
、
世
人
の
あ
い
だ
に
反
対
す
る
声
は
ま
っ
た
く
上
が
り
ま
せ
ん
。
多
様
な
行
為
か
ら
生
じ
る
結
果
は
、
偶
発
的

で
あ
っ
た
り
、
意
図
と
は
違
っ
て
い
た
り
、
予
見
を
超
え
て
い
た
り
し
ま
す
が
、
そ
の
結
果
が
ど
れ
ほ
ど
多
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
根
元
に
あ
っ
た

意
図
・
心
の
動
き
が
、
ど
れ
も
等
し
く
適
切
で
あ
り
、
ど
れ
も
等
し
く
恵
み
深
い
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
逆
に
、
ど
れ
も
等
し
く
不
適
切
で
あ
り
、
ど
れ

も
等
し
く
他
人
の
不
幸
を
望
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
功
労
あ
る
い
は
罪
責
は
依
然
と
し
て
同
じ
で
あ
り
、
行
為
者
は
い
ず
れ
も
等
し
く
、
感
謝
の
念

を
注
が
れ
た
り
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
の
が
似
つ
か
わ
し
い
対
象
で
す
。
こ
れ
は
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。

５

し
か
し
で
す
。
こ
の
衡
平
を
慮
る
格
率
が
真
実
で
あ
る
こ
と
に
わ
た
し
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
納
得
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
抽
象
的
に
こ
の
格
率
を
考
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
個
別
具
体
的
な
事
例
を
検
討
す
る
段
に
な
る
と
、
行
為
か
ら
偶
然
に
生
じ
た
実
際

の
結
果
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
効
果
を
も
ち
、
行
為
の
功
労
あ
る
い
は
罪
責
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
感
情
を
左
右
し
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
、
功

労
と
罪
責
の
感
覚
を
増
幅
し
た
り
縮
減
し
た
り
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
感
情
が
上
の
準
則
に
よ
っ
て
完
全
に
規
律
さ
れ
て
い
る
例
は
、
検
討
し
て
み
れ

ば
、
お
そ
ら
く
一
つ
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
も
と
よ
り
、
そ
の
準
則
が
わ
た
し
た
ち
の
感
情
を
く
ま
な
く
規
律
す
べ
き
だ
と
は
、
わ
た
し
た

ち
皆
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

べ
た
と
き
に
い
だ
く
、
後
悔
・
悲
し
み
・
羞
恥
心
・
悔
悟
は
、
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
感
情
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
感
情
こ
そ
、
逆
鱗
に
触
れ
て
当
然
で
あ
っ
た
と
自
覚
す
る
人
が
そ
の
怒

り
を
な
だ
め
る
た
め
に
唯
一
残
さ
れ
て
い
る
手
段
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

彼
は
こ
れ
ら
の
感
情
が
そ
ん
な
手
段
と
し
て
ま
っ
た
く
効
果
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
審
さ
え
い
だ
き
、
神
の
知
恵
は
人
間
の
浅
薄
さ
と
は
違
い
、
犯
罪
者
の
ど
ん
な
厚

か
ま
し
い
泣
き
言
に
よ
っ
て
も
犯
罪
を
容
赦
す
る
よ
う
説
得
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
自
然
に
い
だ
き
ま
す
。
彼
の
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
分
の
力
で
は
行
う

こ
と
の
で
き
な
い
次
元
の
、
何
か
別
の
と
り
な
し
、
何
か
別
の
犠
牲
、
何
か
別
の
贖
罪
が
と
も
か
く
わ
が
身
の
た
め
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
神
々
し
い
純
粋
な
正
義
と
わ
が
身
の
度

重
な
る
侵
害
行
為
と
は
折
り
合
え
ま
せ
ん
。

啓
示
が
明
ら
か
に
す
る
教
義
は
、
自
然
が
当
初
に
先
取
り
し
て
い
た
上
記
の
教
義
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
符
合
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
教
義
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
美
徳
は
不
完

全
で
あ
っ
て
そ
れ
を
頼
む
こ
と
が
ど
ん
な
に
無
理
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
し
か
ら
ば
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
度
重
な
る
法
律
違
反
と
道
徳
違
反
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
強
力

な
と
り
な
し
が
す
で
に
な
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
違
反
の
代
償
と
し
て
こ
の
上
な
く
お
ぞ
ま
し
い
贖
罪
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
以
上
を
教
示
し
ま
す
。
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６

こ
う
し
た
感
情
の
不
規
則
な
乱
れ
に
つ
い
て
、
み
ん
な
感
じ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
十
分
な
自
覚
を
も
つ
人
は
な
く
、
ま
た
、
だ
れ
も
進
ん
で
認

め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
す
が
、
わ
た
し
は
こ
れ
か
ら
こ
の
問
題
の
解
明
に
取
り
か
か
り
ま
す
。
以
下
で
は
、
第
一
に
、
こ
の
感
情
の
不
規
則
な
乱
れ
を

引
き
起
こ
す
原
因
、
つ
ま
り
、
自
然
が
そ
の
不
規
則
性
を
生
み
出
す
仕
組
み
に
つ
い
て
、
第
二
に
、
こ
の
不
規
則
な
乱
れ
が
及
ぼ
す
支
配
の
程
度
に
つ
い

て
、
最
後
に
、
こ
の
不
規
則
な
乱
れ
が
役
立
つ
目
的
、
つ
ま
り
、
自
然
の
創
造
主
が
こ
の
感
情
の
不
規
則
性
に
よ
っ
て
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
目
的

に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。

第
一
章

運
命
が
及
ぼ
す
こ
の
支
配
の
諸
原
因
に
つ
い
て

１

苦
痛
と
快
楽
を
も
た
ら
す
原
因
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
て
こ
よ
う
と
も
、
す
べ
て
の
動
物
に
、
あ
の
二
つ
の
情
念
、

モ

ノ

感
謝
の
念
と
憤
り
を
す
ぐ
さ
ま
�
き
立
て
る
対
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

モ

ノ

モ

ノ

感
謝
と
憤
り
の
情
念
は
、
生
命
が
宿
る
対
象
に
よ
っ
て
�
き
立
て
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
生
命
が
宿
ら
ぬ
対
象
に
よ
っ
て
も
�
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
自
分
に
傷
を
負
わ
せ
た
石
に
対
し
て
さ
え
、
ほ
ん
の
一
瞬
、
腹
を
立
て
ま
す
。
子
供
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
ぶ
ち
、
犬
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
吠
え

立
て
、
不
機
嫌
な
人
は
そ
れ
に
向
か
っ
て
す
ぐ
に
の
の
し
ろ
う
と
し
ま
す
。

た
し
か
に
、
ほ
ん
の
す
こ
し
思
い
直
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
感
情
は
矯
正
す
る
こ
と
が
で
き
、
感
情
を
持
た
な
い
も
の
は
復
讐
心
の
対
象
と
し
て
は
ひ
ど

モ

ノ

く
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
わ
た
し
た
ち
は
ほ
ど
な
く
気
づ
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
危
害
が
ひ
ど
く
深
刻
な
と
き
は
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
対
象

は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
終
生
不
快
な
も
の
に
な
り
、
そ
れ
を
燃
や
し
た
り
壊
し
た
り
す
る
こ
と
に
わ
た
し
た
ち
は
歓
び
を
感
じ
ま
す
。
偶
然
に
友
人
を

死
な
せ
る
原
因
と
な
っ
た
道
具
を
扱
う
わ
た
し
た
ち
の
態
度
も
ま
た
、
こ
ん
な
ふ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
種
の
見
当
は
ず
れ
な
仕
置
き
で
そ
の
道

具
に
八
つ
当
た
り
す
る
こ
と
を
怠
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
る
種
の
人
で
な
し
を
働
い
た
罪
が
自
分
に
あ
る
と
思
う
こ
と
し
き
り
で
し
ょ
う
（
１９
）。

モ

ノ

２

ま
た
同
様
に
、
生
命
の
宿
ら
ぬ
対
象
が
大
き
な
快
楽
を
引
き
起
こ
し
、
あ
る
い
は
、
頻
繁
に
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
原
因
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
に
対
し

て
わ
た
し
た
ち
は
一
種
の
感
謝
の
念
を
い
だ
き
ま
す
。
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板
切
れ
に
つ
か
ま
っ
て
い
た
た
め
に
や
っ
と
遭
難
か
ら
生
還
で
き
た
水
夫
が
、
岸
に
た
ど
り
着
く
と
す
ぐ
に
、
そ
の
板
切
れ
を
薪
に
し
て
暖
を
と
る
と

す
れ
ば
、
彼
は
反
自
然
的
な
行
為
の
罪
を
犯
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
予
想
で
は
、
む
し
ろ
水
夫
は
そ
れ
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
大
切

な
記
念
の
品
と
し
て
大
事
に
保
存
し
た
い
と
願
う
だ
ろ
う
に
、
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
か
ぎ
タ
バ
コ
入
れ
、
ペ
ン
ナ
イ
フ
、
杖
な
ど
長
年
使
用
し
て
い
る

道
具
に
対
す
る
愛
着
は
年
々
募
り
、
そ
れ
に
対
し
て
い
だ
く
感
情
は
本
当
の
親
愛
の
情
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
。
人
は
そ
ん
な
道
具
を
壊
し
た
り
無
く
し
た

り
す
る
と
、
損
失
し
た
価
値
と
は
ま
っ
た
く
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
く
よ
く
よ
し
ま
す
。

長
年
棲
み
慣
れ
た
家
屋
、
長
年
そ
の
緑
と
木
陰
に
親
し
ん
だ
樹
木
は
、
恩
人
に
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
一
種
の
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
仰
ぎ
見
ら
れ
ま

す
。
そ
ん
な
家
屋
が
老
朽
化
し
、
樹
木
が
枯
死
す
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
何
ら
損
害
を
こ
う
む
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
種
の

憂
鬱
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
古
代
人
の
考
え
出
し
た
ド
ゥ
リ
ュ
ア
ス
、
ラ
ー
レ
ス
は
、
樹
木
と
家
屋
の
守
護
神
の
類
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
ん
な
民
間
伝

承
の
作
者
た
ち
が
そ
れ
を
最
初
に
思
い
つ
い
た
き
っ
か
け
は
、
樹
木
や
家
屋
に
対
す
る
こ
の
種
の
心
の
動
き
で
あ
り
、
樹
木
や
家
屋
の
周
り
に
生
命
の
宿

る
も
の
が
何
も
い
な
い
と
し
た
ら
、
こ
ん
な
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
は
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。

３

し
か
し
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
感
謝
あ
る
い
は
憤
り
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
快
楽
や
苦
痛
の
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ

れ
自
体
も
快
楽
や
苦
痛
を
感
じ
る
能
力
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
後
者
の
資
質
を
欠
い
て
い
る
場
合
、
感
謝
と
憤
り
の
情
念
は
、
そ
の

対
象
に
向
か
っ
て
吐
露
さ
れ
て
も
満
足
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

感
謝
と
憤
り
の
感
情
は
、
快
楽
や
苦
痛
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
に
よ
っ
て
�
き
立
て
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
ら
ば
、
感
謝
と
憤
り
の
感
情
が
満
足
す
る
た

モ

ノ

め
に
は
、
快
楽
や
苦
痛
を
引
き
起
こ
し
た
対
象
に
、
同
じ
そ
の
感
覚
を
お
返
し
す
る
と
い
う
条
件
が
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
感
受
能

力
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
も
の
に
こ
の
お
返
し
を
し
よ
う
と
し
て
も
無
駄
な
こ
と
で
す
。

モ

ノ

し
た
が
っ
て
、
動
物
は
、
生
命
の
宿
ら
な
い
対
象
に
比
べ
れ
ば
、
感
謝
と
憤
り
の
対
象
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
不
適
切
で
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
�
み

つ
く
犬
、
角
で
傷
つ
け
る
雄
牛
は
い
ず
れ
も
処
罰
の
対
象
で
す
。
こ
れ
ら
が
人
の
死
因
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
公
衆
も
、
殺
さ
れ
た
人
の
縁
者
も
、
今
度

（
１９
）
こ
の
よ
う
な
諸
感
情
が
裁
判
で
生
ず
る
効
果
に
つ
い
て
は
、LJ

（A

）ii.１１８
－２０
,

（B

）１１８

を
見
よ
。
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は
そ
の
犬
や
雄
牛
が
生
命
を
奪
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
満
足
し
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
動
物
を
死
刑
に
す
る
こ
と
に
は
、
生
き
て
暮
ら
す
者
の
安
全
を
図

る
ば
か
り
で
な
く
、
死
者
の
受
け
た
権
利
侵
害
の
仕
返
し
を
す
る
と
い
う
面
が
い
さ
さ
か
な
り
と
も
あ
る
の
で
す
（
２０
）。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
飼
い
主
に
対
す
る
献
身
が
顕
著
で
あ
っ
た
動
物
は
、
と
て
も
生
き
生
き
し
た
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
。『
ト

ル
コ
の
ス
パ
イ
』
に
は
、
海
の
入
り
江
を
馬
に
乗
っ
て
横
断
し
た
ス
パ
イ
が
、
そ
の
後
同
様
な
冒
険
に
よ
っ
て
あ
の
馬
が
ほ
か
の
だ
れ
か
に
武
勲
を
立
て

さ
せ
な
い
よ
う
に
、
馬
を
刺
し
殺
し
た
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
軍
人
の
残
酷
さ
に
接
し
て
心
が
痛
み
ま
す
（
２１
）。

４

し
か
し
で
す
。
動
物
は
、
快
楽
や
苦
痛
を
引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
る
ば
か
り
か
、
快
楽
と
苦
痛
を
感
じ
る
能
力
を
備
え
て
い
ま
す
が
、
感
謝
の
念
を

注
が
れ
た
り
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
対
象
と
し
て
完
全
・
完
璧
で
あ
る
と
ま
で
は
と
て
も
い
え
ず
、
感
謝
や
憤
り
の
情
念
は
、
す
っ
か
り
思
い
を

遂
げ
る
に
は
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
相
変
わ
ら
ず
感
じ
ま
す
。

感
謝
の
念
が
も
っ
ぱ
ら
願
う
の
は
、
今
度
は
そ
の
恩
人
を
喜
ば
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ね
ぎ
ら
い
を
受
け
て
い
る
の
は
自
ら

が
過
去
に
行
っ
た
ふ
る
ま
い
の
た
め
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
自
ら
の
そ
の
行
為
を
心
地
よ
く
振
り
返
ら
せ
、
自
ら
が
善
行
を
ほ
ど
こ
し
た
相
手
は
そ

れ
に
値
し
な
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
納
得
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
恩
人
の
魅
力
に
釘
付
け
に
な
る
最
大
の
理
由
は
、自
分
自
身
の
人
柄
の
価
値
と
か
、自
分
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
敬
意
と
い
っ

た
、
わ
た
し
た
ち
に
と
て
も
大
切
な
関
心
事
に
つ
い
て
、
恩
人
の
感
情
と
わ
た
し
た
ち
自
身
の
感
情
の
あ
い
だ
に
協
和
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
す
。
わ
た
し

た
ち
が
自
分
に
認
め
る
価
値
と
同
じ
価
値
を
認
め
て
く
れ
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
を
ほ
か
の
世
人
か
ら
区
別
す
る
と
き
の
注
意
と
違
わ
な
い
注
意
を
払
っ

て
わ
た
し
た
ち
を
他
人
か
ら
区
別
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
の
を
知
り
、
わ
た
し
た
ち
は
甘
美
な
思
い
を
い
だ
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
を
引
き

立
て
て
く
れ
る
心
地
よ
い
感
情
を
恩
人
に
大
切
に
持
っ
て
い
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
、
恩
人
に
わ
た
し
た
ち
が
思
わ
ず
差
し
上
げ
る
返
礼
に
こ
め
ら
れ
た

主
要
な
目
的
の
一
つ
な
の
で
す
。

高
潔
無
私
の
心
は
、
感
謝
の
催
促
と
も
い
え
る
相
手
の
し
つ
こ
い
要
求
に
乗
じ
て
、
新
た
な
恩
顧
を
恩
人
か
ら
無
理
や
り
引
き
出
そ
う
と
す
る
計
算
高

い
思
惑
を
し
ば
し
ば
潔
し
と
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
恩
人
か
ら
払
わ
れ
る
敬
意
を
大
切
に
守
り
、
そ
れ
を
高
め
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
偉
大
な
心
で
あ
っ

て
も
、
注
意
を
払
う
に
値
し
な
い
関
心
事
で
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
い
や
こ
れ
こ
そ
、
わ
た
し
が
先
に
考
察
し
た
事
実
の
根
底
に
あ
る
こ
と
で
す
。
す

七
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な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
が
恩
人
の
動
機
に
入
り
こ
ん
で
ゆ
け
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
恩
人
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
が
わ
た
し
た
ち
の
是
認
に
値
し
な
い
と
映

る
場
合
、
恩
人
の
献
身
が
ど
ん
な
に
大
き
か
っ
た
に
せ
よ
、
わ
た
し
た
ち
の
い
だ
く
感
謝
の
念
は
い
つ
で
も
傍
目
に
も
わ
か
る
ほ
ど
削
が
れ
ま
す
。
わ
た

し
た
ち
は
こ
ん
な
恩
人
に
よ
っ
て
他
人
か
ら
区
別
さ
れ
て
も
、
自
分
が
引
き
立
て
ら
れ
て
い
る
と
は
あ
ま
り
思
い
ま
せ
ん
し
、
ま
こ
と
気
弱
で
、
ま
こ
と

頼
む
に
値
し
な
い
支
援
者
か
ら
払
わ
れ
る
敬
意
を
大
切
に
守
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
求
め
る
に
値
し
な
い
目
標
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

５

憤
り
が
達
成
し
よ
う
と
図
る
主
た
る
目
標
に
目
を
転
じ
る
と
、
そ
れ
は
、
敵
対
者
に
苦
痛
の
お
返
し
を
味
わ
わ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
苦

痛
を
味
わ
う
の
は
過
去
の
自
分
の
ふ
る
ま
い
の
せ
い
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
後
悔
さ
せ
、
自
分
が
侵
害
し
た
相
手
は
そ
ん
な
ふ
う

に
扱
わ
れ
る
に
は
値
し
な
い
人
物
で
あ
っ
た
と
悟
ら
せ
る
こ
と
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
権
利
を
侵
害
し
た
り
、
侮
辱
し
た
り
す
る
相
手
に
わ
た
し
た
ち
が
激
高
す
る
主
た
る
理
由
は
、
相
手
が
わ
た
し
た
ち
の
価
値
を
過
小
評

価
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
相
手
が
わ
た
し
た
ち
を
差
し
置
い
て
わ
が
身
を
理
不
尽
に
優
先
す
る
こ
と
、
相
手
が
無
定
見
な
自
己
愛
に
よ
っ
て

他
人
を
い
つ
で
も
自
分
の
都
合
や
気
分
の
犠
牲
に
し
て
か
ま
わ
な
い
と
想
像
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
以
上
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
こ
う
む
る
害
悪
の
中
で
も
、
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
の
目
も
当
て
ら
れ
な
い
不
適
切
さ
や
、
そ
れ
に
加
担
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
唾
棄
す
べ

き
不
遜
・
不
正
義
ほ
ど
、
し
ば
し
ば
わ
た
し
た
ち
を
愕
然
と
さ
せ
、
い
き
り
立
た
せ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
相
手
に
は
、
何
が
他
人
に
与
え
ら

れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
ま
と
も
な
感
覚
に
立
ち
返
ら
せ
て
や
り
、
彼
が
わ
た
し
た
ち
に
何
を
負
い
、
そ
の
借
り
と
し
て
彼
が

わ
た
し
た
ち
に
返
し
た
の
は
不
正
行
為
だ
っ
た
こ
と
を
悟
ら
せ
て
や
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
多
く
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
が
仕
返
し

（
２０
）LJ

（A

）ii.１１９

に
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
に
は
、
角
で
傷
を
負
わ
せ
た
雄
牛
は
死
刑
に
処
す
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
こ
の
出
典
はExodus２１

:２８

。
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
ス
ミ
ス
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
上
の
贖
罪
物
に
か
か
わ
る
権
利
に
説
き
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
一
八
世
紀
に
な
っ
て
も
た
ま
に
強
制
的
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。LJ

（B

）

１８８

と
比
較
参
照
の
こ
と
。

（
２１
）Letters

w
rit
by
a
Turkish

Spy,８
vols.１６８４

－９７
,
vol.iv,

Book
III,
letter１０

.

第
一
巻
と
お
そ
ら
く
後
続
の
数
巻
の
著
者
はG

iovanniPaolo
M
arana

（１６４２
－c.９３

）。
こ

の
作
品
は
、
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
原
型
に
な
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
のLettres

persanes

（１７２１

）
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
出
版
さ
れ
た
部
分
と
英

語
で
出
版
さ
れ
た
部
分
を
も
ち
、
一
七
一
八
年
に
は
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
作
品
が
デ
フ
ォ
ー
（
？
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
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を
す
る
と
き
掲
げ
る
主
た
る
目
的
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
仕
返
し
は
い
つ
で
も
不
完
全
な
も
の
に
終
わ
り
ま
す
。

敵
が
わ
た
し
た
ち
の
権
利
を
何
ら
侵
害
し
て
い
な
い
と
映
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
敵
は
適
切
に
行
動
し
て
お
り
、
わ
た
し
た
ち
だ
っ
て
相
手

の
境
遇
に
置
か
れ
た
ら
同
じ
事
を
し
た
に
ち
が
い
な
く
、
相
手
か
ら
す
れ
ば
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
被
害
に
こ
と
ご
と
く
値
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ

い
て
い
る
場
合
で
す
。
そ
ん
な
と
き
、
率
直
さ
あ
る
い
は
正
義
の
光
が
ほ
ん
の
一
条
で
も
差
す
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
い
か
な
る
憤
り
も
い
だ
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

６

し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
モ
ノ
で
あ
れ
、
感
謝
の
念
を
注
が
れ
た
り
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
対
象
と
し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
適
切
な
対

象
た
り
う
る
に
は
、
以
下
に
記
す
三
つ
の
異
な
る
資
格
要
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
一
に
、
そ
の
モ
ノ
は
、
感
謝
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
快
楽
の
原
因
で
あ
り
、
憤
り
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
苦
痛
の
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
に
、
そ
の
モ
ノ
は
、
快
楽
や
苦
痛
を
味
わ
う
能
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
そ
の
モ
ノ
は
、
快
楽
や
苦
痛
を
生
み
出
し
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
意
図
し
て
生
み
出
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
快
楽
を
生

み
出
し
た
場
合
に
は
是
認
さ
れ
る
意
図
が
、
苦
痛
を
生
み
出
し
た
場
合
に
は
否
認
さ
れ
る
意
図
が
、
そ
の
原
因
で
あ
る
。

モ

ノ

モ

ノ

お
よ
そ
対
象
が
感
謝
の
念
や
憤
り
を
�
き
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
第
一
の
資
格
要
件
に
よ
り
ま
す
。
お
よ
そ
対
象
が
感
謝
の
念
や
憤
り
を
幾
分

か
で
も
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
第
二
の
資
格
要
件
に
よ
り
ま
す
。
第
三
の
資
格
要
件
は
、
感
謝
の
念
や
憤
り
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
充
足
さ
せ

モ

ノ

る
の
に
不
可
欠
で
す
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
の
資
格
要
件
を
備
え
る
対
象
が
も
た
ら
す
快
楽
や
苦
痛
は
、
機
微
に
富
み
格
別
な
も
の
で
す
か

ら
、
こ
の
要
件
は
同
時
に
ま
た
、
感
謝
の
念
や
憤
り
を
一
段
と
�
き
立
て
る
加
重
原
因
で
す
。

７

快
楽
を
も
た
ら
す
モ
ノ
、
あ
る
い
は
苦
痛
を
も
た
ら
す
モ
ノ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
モ
ノ
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
感
謝
の
念
や
憤
り
を
�

き
立
て
る
原
因
で
す
。
こ
こ
か
ら
以
下
の
こ
と
が
帰
結
し
ま
す
。

お
よ
そ
人
の
い
だ
い
た
意
図
が
ど
ん
な
に
適
切
で
恵
み
深
い
と
し
て
も
、
意
図
し
た
と
お
り
に
善
い
結
果
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
、
そ
の

七
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意
図
が
ど
ん
な
に
不
適
切
で
他
人
の
不
幸
を
望
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
意
図
し
た
と
お
り
に
悪
し
き
結
果
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
場
合
、
い
ず
れ
の
場
合

も
感
謝
の
念
や
憤
り
を
�
き
立
て
る
三
要
件
の
第
一
の
も
の
が
欠
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
善
い
結
果
を
生
じ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
人
に

は
本
来
よ
り
も
弱
い
程
度
の
感
謝
の
念
を
注
ぐ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
悪
し
き
結
果
を
生
じ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
人
に
は
本

来
よ
り
も
弱
い
程
度
の
憤
り
を
ぶ
つ
け
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

逆
に
、
お
よ
そ
人
の
い
だ
い
た
意
図
に
な
ん
ら
賞
賛
に
値
す
る
ほ
ど
他
人
の
幸
せ
を
望
む
気
持
ち
は
含
ま
れ
な
い
の
に
、
そ
の
人
の
行
為
が
上
々
の
善

い
結
果
を
生
み
出
す
な
ら
ば
、
ま
た
、
そ
の
意
図
に
な
ん
ら
非
難
に
値
す
る
ほ
ど
の
害
意
は
含
ま
れ
な
い
の
に
、
そ
の
行
為
が
ひ
ど
く
悪
い
結
果
を
生
み

出
す
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
感
謝
の
念
や
憤
り
を
�
き
立
て
る
三
要
件
の
第
一
の
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
や
や
も
す
れ
ば
上
々

の
善
い
結
果
を
生
み
出
し
た
人
に
対
し
て
は
、
と
も
か
く
な
に
が
し
か
の
感
謝
の
念
が
湧
き
が
ち
で
あ
り
、
他
方
、
ひ
ど
く
悪
い
結
果
を
生
み
出
し
た
人

に
対
し
て
は
、
な
に
が
し
か
の
憤
り
が
湧
き
が
ち
で
す
。
前
者
の
場
合
に
は
、
功
労
の
影
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
罪
責
の
影
が
、
そ
の
人
に
差
す
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
行
為
の
結
果
は
ひ
と
つ
残
ら
ず
運
命
の
帝
国
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
こ
そ
、
功
労
と
罪
責
に
つ
い
て
世
人

の
い
だ
く
諸
感
情
に
運
命
が
及
ぼ
す
支
配
の
源
泉
が
あ
る
の
で
す
。

第
二
章

運
命
が
及
ぼ
す
こ
の
支
配
の
程
度
に
つ
い
て

１

運
命
が
及
ぼ
す
こ
う
し
た
支
配
の
効
果
は
、
二
つ
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
ど
ん
な
に
賞
賛
あ
る
い
は
非
難
に
値
す
る
意
図
か
ら
生
じ
た
行
為
で
あ
っ

て
も
所
期
の
結
果
を
生
み
出
さ
ず
に
終
わ
る
場
合
、
そ
の
行
為
の
功
労
あ
る
い
は
罪
責
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
感
覚
は
減
退
す
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
第
二
に
、
行
為
が
ふ
だ
ん
考
え
も
つ
か
な
い
快
楽
あ
る
い
は
苦
痛
を
偶
然
に
引
き
起
こ
す
場
合
、
そ
の
行
為
の
功
労
あ
る
い
は
罪
責
に
つ
い
て

わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
感
覚
は
増
幅
し
て
、
そ
の
行
為
を
生
ん
だ
動
機
・
心
の
動
き
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
適
正
な
評
価
を
超
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

２

�

運
命
の
支
配
に
つ
い
て
わ
た
し
の
呈
示
す
る
第
一
の
命
題
。
お
よ
そ
人
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
、
ど
ん
な
に
適
切
で
恵
み
深
い
と
し
て
も
、
ま
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た
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、ど
ん
な
に
不
適
切
で
他
人
の
不
幸
を
望
ん
で
い
る
と
し
て
も
、そ
の
意
図
が
所
期
の
結
果
を
生
み
出
さ
ず
に
終
わ
る
と
す
れ
ば
、

前
者
の
場
合
に
は
そ
の
人
の
功
労
は
完
全
で
な
い
と
思
わ
れ
、
後
者
の
場
合
に
は
そ
の
人
の
罪
責
は
完
結
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
ん
な
感
情
の
不
規
則
な
乱
れ
は
、
お
よ
そ
行
為
の
結
果
に
よ
っ
て
直
接
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
人
た
ち
に
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
公
平
な
観
察
者
に
も
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
他
人
の
た
め
に
仕
事
の
口
を
利
い
て
や
っ
た
が
実
際
に
は
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
場
合
、

そ
の
斡
旋
者
は
友
人
と
み
な
さ
れ
、
愛
慕
と
親
愛
の
情
に
値
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
口
利
き
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
仕
事
を
届
け
て
く
れ

る
人
は
、
後
援
者
・
恩
人
と
し
て
ひ
と
き
わ
格
別
に
待
遇
さ
れ
、
尊
敬
と
感
謝
の
念
を
受
け
る
正
当
な
資
格
を
得
ま
す
。
や
や
も
す
る
と
わ
た
し
た
ち
は
、

不
首
尾
に
終
わ
っ
た
斡
旋
者
に
恩
義
の
あ
る
人
が
、
自
分
自
身
を
そ
の
恩
人
と
対
等
で
あ
る
と
想
像
し
て
も
一
理
あ
る
、
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
一
方
、

も
し
彼
が
、
首
尾
よ
く
就
職
さ
せ
て
く
れ
た
人
に
は
頭
が
上
が
ら
な
い
と
感
じ
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
の
感
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、「
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
献
身
し
よ
う
と
努
力
し
て
く
れ
た
人
に
も
、
実
際
に
献
身
し
て
く
れ
た
人
と
同
じ
よ
う
に
恩
義
を
受
け
て
い
る
」

と
ふ
だ
ん
口
で
は
言
い
ま
す
。わ
た
し
た
ち
は
そ
ん
な
言
い
方
を
、こ
の
種
の
試
み
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
と
き
に
は
い
つ
で
も
忘
れ
ず
口
に
し
ま
す
が
、

し
か
し
、
そ
の
他
す
べ
て
の
社
交
辞
令
と
同
様
、
少
し
割
り
引
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
高
潔
無
私
の
人
な
ら
ば
、
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
友
人
に
対
し
て
い
だ
く
感
情
が
、
首
尾
よ
く
や
っ
て
く
れ
た
友
人
に
対
し
て
い
だ
く
感
情

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
多
い
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
高
潔
無
私
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
ふ
た
つ
の
感
情
は
限
り
な
く
接
近
し
て

い
く
で
し
ょ
う
。
真
に
高
潔
無
私
で
あ
る
人
の
場
合
、
敬
愛
に
値
す
る
と
自
分
で
も
思
っ
て
い
る
相
手
か
ら
自
ら
も
慕
わ
れ
・
敬
意
を
払
わ
れ
る
こ
と
こ

そ
、
最
高
の
喜
び
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
最
高
の
感
謝
の
念
を
�
き
立
て
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
そ
ん
な
感
情
か
ら
お
よ
そ

期
待
で
き
る
利
得
な
ど
、
う
れ
し
く
も
あ
り
が
た
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
は
、
そ
ん
な
利
得
を
失
う
と
き
、
失
っ
た
も
の
は
取
る
に
足
り

な
い
、
一
顧
の
価
値
も
な
い
と
い
う
様
子
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
こ
の
人
た
ち
が
、
と
に
か
く
何
か
を
失
う
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
の
喜
び
、
そ
れ
に
引
き
続
く
感
謝

の
念
は
、
欠
け
る
所
な
く
完
成
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
る
と
同
じ
理
屈
で
、
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
友
人
と
首
尾
よ
く
成
し
遂
げ
た
友
人

を
比
べ
て
み
て
、
結
果
の
ほ
か
は
す
べ
て
事
情
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
気
高
く
善
良
な
心
に
も
、
首
尾
よ
く
成
し
遂
げ
た
友
人
の
ほ
う
に
、
わ
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ず
か
な
が
ら
も
強
い
親
愛
の
情
が
湧
く
で
し
ょ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
世
人
は
た
い
へ
ん
不
当
で
あ
っ
て
、
当
初
意
図
さ
れ
た
恵
み
が
手
元
に
届
く
と
し
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の
恩

人
一
人
の
手
に
よ
ら
な
い
と
す
る
と
、「
そ
の
恩
人
に
与
え
ら
れ
る
感
謝
は
、
一
人
で
恵
み
を
届
け
た
場
合
よ
り
も
少
な
い
の
が
適
正
だ
」
と
、
や
や
も

す
る
と
考
え
が
ち
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
ど
ん
な
に
そ
の
人
が
世
に
も
善
良
な
意
図
を
も
っ
て
い
よ
う
と
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
恵
み
を
も
た
ら
す
の
に
少
し

手
を
貸
す
だ
け
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
場
合
に
世
人
が
い
だ
く
感
謝
の
念
は
、
世
人
に
喜
び
を
も
た
ら
す
の
に
貢
献
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

人
た
ち
の
あ
い
だ
で
分
割
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
う
ち
の
一
名
に
与
え
ら
れ
る
分
け
前
は
、
全
体
よ
り
も
少
量
で
あ
る
の
が
適
正
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

す
。「
そ
ん
な
人
物
の
意
図
は
疑
い
も
な
く
わ
た
し
た
ち
に
献
身
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
」
と
人
々
が
ふ
だ
ん
口
に
す
る
の
を
わ
た
し
た
ち
は
聞
き
ま
す

し
、
ま
た
、
そ
の
人
物
が
そ
の
目
標
の
た
め
に
自
分
の
能
力
を
あ
ら
ん
か
ぎ
り
振
り
絞
っ
た
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
心
か
ら
信
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ

う
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
手
元
に
届
け
ら
れ
た
恵
み
に
つ
い
て
こ
の
人
物
に
恩
義
が
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
ほ
か
の
人
た

ち
の
協
力
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
が
手
を
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
恵
み
を
も
た
ら
す
こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

す
。こ

の
理
由
づ
け
は
、
世
人
が
彼
に
負
う
借
り
を
割
り
引
く
根
拠
で
あ
り
、
公
平
な
観
察
者
の
目
に
だ
っ
て
そ
う
映
る
に
ち
が
い
な
い
と
、
世
人
は
想
像

し
ま
す
。
恵
み
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
努
力
し
な
が
ら
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
本
人
に
し
て
も
、
自
分
が
一
肌
脱
い
で
や
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
相
手
か
ら
示

さ
れ
る
感
謝
の
念
が
、
成
功
し
て
い
た
場
合
の
そ
れ
と
同
じ
程
度
で
あ
る
こ
と
を
当
て
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
く
、
ま
た
、
相
手
に
対
す
る
自
分

自
身
の
功
労
に
つ
い
て
、
成
功
し
て
い
た
場
合
と
同
じ
程
度
の
感
覚
を
い
だ
く
わ
け
で
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。

３

不
測
の
事
態
に
よ
っ
て
結
果
を
出
さ
ず
に
終
わ
っ
た
才
覚
・
能
力
の
功
労
で
す
ら
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
不
完
全
で
あ
り
、
才
覚
・
能
力
に
所
期
の

結
果
を
生
み
出
す
力
量
が
あ
る
と
信
じ
て
ま
っ
た
く
疑
わ
な
い
人
に
と
っ
て
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

大
臣
の
嫉
妬
に
阻
ま
れ
て
、
祖
国
の
敵
を
圧
す
る
眼
前
の
大
き
な
手
柄
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
将
軍
は
、
そ
の
機
を
逸
し
た
こ
と
を
生
涯
悔
や
み
続
け

ま
す
。
彼
が
後
悔
す
る
の
は
、
国
家
公
共
の
た
め
を
思
っ
て
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
自
分
の
目
か
ら
み
て
も
他
人
の
目
か
ら
み
て
も
、
そ
の

行
為
が
妨
害
さ
れ
な
け
れ
ば
自
分
の
人
柄
に
新
た
な
輝
き
を
つ
け
加
え
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
嘆
く
の
で
す
。
事
実
、
そ
の
企
画
・
計
画
は
何
か
ら
何
ま
で
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彼
の
手
に
な
っ
た
の
で
す
し
、
ま
た
、
そ
の
計
画
の
実
行
に
要
す
る
力
量
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
段
取
り
を
つ
け
る
の
に
必
要
な
程
度
だ
っ
た
の
で
す
。
つ

ま
り
、
彼
は
い
か
な
る
点
で
も
そ
の
計
画
を
実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
力
を
そ
な
え
て
お
り
、
も
し
彼
が
続
行
を
許
さ
れ
て
い
た
と
す
れ

ば
成
功
間
違
い
な
し
で
あ
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
事
実
を
つ
く
づ
く
思
い
返
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
本
人
も
ほ
か
の
人
も
満
足
し
ま
せ
ん
。

彼
が
計
画
を
実
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
彼
は
、
豪
胆
で
偉
大
な
計
画
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
是
認
に
こ
と
ご

と
く
値
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
偉
大
な
行
為
を
や
り
遂
げ
た
場
合
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
現
実
の
功
労
は
な
い
の
で
す
。

お
よ
そ
公
共
の
重
大
事
業
を
ほ
と
ん
ど
締
め
く
く
る
と
こ
ろ
ま
で
進
め
た
人
か
ら
、
そ
れ
を
取
り
仕
切
る
資
格
を
奪
う
こ
と
は
、
憎
た
ら
し
く
て
た
ま

ら
な
い
不
正
義
で
す
。
こ
の
人
は
そ
こ
ま
で
成
し
遂
げ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
締
め
く
く
っ
て
完
全
な
功
労
を
手
に
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た

と
わ
た
し
た
ち
は
考
え
ま
す
。
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
に
対
し
て
は
、「
彼
は
、
ル
ク
ッ
ル
ス
が
勝
利
し
た
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
、
他
人
の
運
勢
と
武
勇
に
与

え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
栄
冠
を
か
っ
さ
ら
っ
た
」
と
い
う
異
議
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
ル
ク
ッ
ル
ス
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
と
勇
気
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
ど
ん
な
能
力
の
持
ち
主
で
も
あ
と
一
押
し
す
れ
ば
決
着
を
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
征
服
を
成
し
遂
げ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
仕
上
げ
る
こ

と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
と
き
、
彼
の
味
方
で
さ
え
も
、
彼
の
栄
光
は
完
全
で
な
い
と
い
う
意
見
だ
っ
た
よ
う
で
す
（
２２
）。

建
築
士
に
と
っ
て
自
分
の
設
計
図
が
ま
っ
た
く
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
所
定
の
建
築
物
の
効
果
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
変
更
が
加
え
ら

れ
た
り
す
れ
ば
、
無
念
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
設
計
図
は
何
か
ら
何
ま
で
そ
の
建
築
士
の
手
に
な
る
の
で
す
。
優
秀
な
鑑
定
者
な
ら
ば
、
設
計
の
段
階
で

も
施
工
の
段
階
と
同
じ
よ
う
に
、
建
築
士
の
天
分
を
す
べ
て
見
抜
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
知
性
豊
か
な
人
に
と
っ
て
も
、
設
計
図
の
与
え
る

喜
び
が
、
気
高
く
壮
麗
な
建
物
の
与
え
る
喜
び
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
知
性
の
人
な
ら
ば
、
設
計
図
に
も
実
際
の
建
物

と
同
じ
だ
け
、
建
築
士
の
審
美
眼
と
天
分
を
見
抜
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
効
果
と
い
う
点
で
は
、
設
計
図
と
建
物
で
は
や
は
り
大
き
な
開
き
が

あ
り
、
設
計
図
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
感
興
は
、
建
物
に
よ
っ
て
と
き
に
�
き
立
て
ら
れ
る
驚
嘆
・
賞
賛
の
足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
。

そ
の
才
覚
は
カ
エ
サ
ル
や
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
よ
り
も
優
れ
、
同
じ
境
遇
に
置
か
れ
れ
ば
、
ふ
た
り
の
英
雄
よ
り
も
遥
か
に
偉
大
な
行
為
を
成
し
遂
げ

た
こ
と
だ
ろ
う
―
―
そ
ん
な
ふ
う
に
わ
た
し
た
ち
が
思
う
人
物
は
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
わ
た
し
た
ち
が
彼
ら
を
見
つ
め
る
目

は
、
こ
の
二
人
の
英
雄
が
い
つ
の
時
代
に
も
あ
ら
ゆ
る
国
民
か
ら
注
が
れ
て
き
た
驚
異
と
賞
賛
の
ま
な
ざ
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
を
冷
静
に
し
て
判

断
す
れ
ば
、
彼
ら
は
あ
の
英
雄
た
ち
よ
り
も
是
認
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
心
を
眩
ま
せ
・
有
頂
天
に
す
る
偉
大
な
行
為
の
華
々
し
さ
が
彼
ら
に
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は
あ
り
ま
せ
ん
。
卓
越
し
た
美
徳
と
才
覚
は
、
そ
れ
を
認
定
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
さ
え
も
、
卓
越
し
た
実
績
と
同
じ
効
果
を
及
ぼ
す
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

４

善
事
を
な
そ
う
と
試
み
て
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
行
為
の
功
労
は
、
以
上
の
と
お
り
、
善
意
に
報
い
な
い
世
人
の
目
に
は
、
そ
れ
が
失
敗
し
た
せ
い
で

縮
減
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
悪
事
を
な
そ
う
と
試
み
て
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
行
為
の
罪
責
も
、
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
犯
罪
を

し
で
か
そ
う
と
い
う
も
く
ろ
み
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
は
っ
き
り
立
証
さ
れ
る
に
し
て
も
、
実
際
の
犯
行
に
及
ん
だ
場
合
と
同
じ
よ
う
に
厳
格
に
処
罰
さ

れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

反
逆
罪
は
お
そ
ら
く
唯
一
の
例
外
で
す
（
２３
）。
反
逆
罪
は
政
府
の
存
在
そ
の
も
の
を
直
接
揺
さ
ぶ
り
ま
す
か
ら
、
政
府
は
こ
の
犯
罪
に
対
し
、
ほ
か
の
ど
ん

な
犯
罪
に
も
ま
し
て
自
然
に
疑
い
深
く
な
り
ま
す
。
主
権
者
は
、
反
逆
罪
を
処
罰
す
る
と
き
、
わ
が
身
に
直
接
加
え
ら
れ
る
権
利
侵
害
に
憤
り
を
ぶ
つ
け

ま
す
が
、
ほ
か
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
と
き
は
、
他
人
に
加
え
ら
れ
る
権
利
侵
害
に
憤
り
を
ぶ
つ
け
ま
す
。
反
逆
罪
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
主
権
者
が
ひ

た
る
彼
自
身
の
憤
り
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
犯
罪
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
主
権
者
が
共
感
に
よ
っ
て
入
り
込
ん
で
ゆ
く
臣
民
の
憤
り
で
す
。
で
す
か
ら
、

反
逆
罪
の
場
合
、
主
権
者
は
、
自
分
自
身
の
訴
訟
で
判
決
を
下
す
の
で
、
や
や
も
す
る
と
そ
の
処
罰
は
、
公
平
な
観
察
者
が
是
認
し
う
る
よ
り
も
横
暴
で

血
な
ま
ぐ
さ
く
な
る
き
ら
い
が
強
い
の
で
す
。
さ
ら
に
、
反
逆
罪
の
場
合
、
主
権
者
の
憤
り
は
、
わ
り
あ
い
些
細
な
機
会
で
も
湧
き
、
ほ
か
の
場
合
と
は

ち
が
っ
て
、
必
ず
し
も
犯
罪
の
凶
行
を
待
つ
こ
と
な
く
、
ま
た
、
未
遂
さ
え
待
つ
こ
と
な
く
湧
き
上
が
り
ま
す
。
反
逆
を
申
し
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ

が
な
ん
ら
行
動
に
移
さ
れ
な
く
と
も
、
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
着
手
に
さ
え
至
ら
な
く
と
も
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
反
逆
を
語
り
合
う
だ
け
な
の
に
そ
れ

さ
え
も
、
多
く
の
国
々
で
は
、
反
逆
が
現
に
実
行
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
ま
す
。

（
２２
）
紀
元
前
一
世
紀
の
前
半
、
ロ
ー
マ
は
小
ア
ジ
ア
を
支
配
し
よ
う
と
懸
命
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
も
手
ご
わ
い
敵
、
ポ
ン
ト
ゥ
ス
の
王
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
は
、
結
局
、
紀
元
前
七
四
年

か
ら
六
六
年
の
間
に
ル
ク
ッ
ル
スLucius

Licinius
Lucullus

（c.１１４
－５７
BC

）
に
敗
れ
た
。
し
か
し
、
ル
ク
ッ
ル
ス
は
自
分
の
軍
隊
が
反
乱
を
起
こ
し
た
た
め
に
そ
の
仕
事
を
や

り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
指
揮
権
は
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
に
掌
握
さ
れ
た
。
ス
ミ
ス
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
のParallelLives,

‘Lucullus’,３５
－６

を
参
照
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
２３
）LJ

（A

）v.６１
－２
,

（B

）８０

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
反
逆
罪
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
ら
れ
る
諸
点
は
、
臣
民
に
対
す
る
主
権
者
の
権
限
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
論
じ
る
箇
所LJ

（A

）v.

５４
－８６
,

（B

）７８
－８６

に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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反
逆
罪
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
計
画
に
と
ど
ま
り
、
ま
っ
た
く
着
手
さ
れ
な
け
れ
ば
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
皆
無
で
あ
り
、
処
罰
さ

れ
る
と
し
て
も
厳
罰
で
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
犯
罪
の
計
画
と
犯
罪
の
実
行
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
程
度
の
堕
落
を
前
提
に
す
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
、
同
じ
罰
に
処
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
多
く
の
犯
罪
を
決
意
す
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
を
決
行
す
る
手
段
を
講
じ
る
こ
と
さ
え
で
き
ま
す
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
な
っ
て
自
分
に
は
到
底
で
き
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
、

と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
ん
な
理
屈
は
、
そ
の
計
画
が
着
手
の
間
際
ま
で
ず
っ
と
腹
の
中
に
あ
っ
た
と
き
に
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
敵
に
向
け
て
拳
銃
を
発
射
し
た
が
的
を
は
ず
し
た
人
を
死
刑
に
処
す
る
法
律
を
も
つ
国
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
古
法
に
よ
れ
ば
、
暗
殺
者
が
標
的
の
人
物
に
怪
我
を
負
わ
せ
て
も
、
そ
の
人
物
が
一
定
期
間
内
に
死
亡
し
な
い
と
き
は
、
加
害
者
は
極
刑
に
よ
っ
て

責
任
を
取
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
犯
罪
に
対
し
て
世
人
に
こ
み
上
げ
る
憤
り
は
ず
い
ぶ
ん
激
し
く
、
こ
の
罪
を
犯
そ
う
と
思
え

ば
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
人
物
に
対
す
る
世
人
の
怯
え
は
と
て
も
大
き
い
の
で
、
純
然
た
る
未
遂
で
あ
っ
て
も
こ

の
犯
罪
の
場
合
に
は
ど
こ
の
国
も
極
刑
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
り
あ
い
軽
い
犯
罪
の
未
遂
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
ず
い
ぶ
ん
軽
く
処
罰
さ
れ
、
ま
っ
た
く
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
そ
泥
が
隣
人
の

ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
た
が
そ
こ
か
ら
物
を
取
り
出
す
前
に
手
を
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
、
彼
が
受
け
る
処
罰
は
醜
聞
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
こ
そ
泥
が
悠
々

と
ハ
ン
カ
チ
を
抜
き
取
っ
た
と
す
れ
ば
、
死
刑
に
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
家
屋
侵
入
者
が
、
隣
人
の
窓
に
は
し
ご
を
か
け
、
中
に
入
る
前
に
見
つ
か
っ
た
場

合
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
強
姦
未
遂
は
強
姦
罪
と
同
じ
処
罰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
婚
婦
人
へ
の
誘
惑
は
厳
し
い
処
罰
を
受
け
ま

す
が
、
未
遂
の
場
合
は
不
処
罰
で
す
。

害
悪
を
加
え
よ
う
と
し
て
未
遂
に
終
わ
っ
た
人
に
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
憤
り
は
、
ま
ず
そ
ん
な
に
強
く
は
な
い
の
で
、
実
際
の
犯
行
に
及
ん
で
い
た

ら
科
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
た
罰
と
同
じ
も
の
を
未
遂
犯
に
科
す
こ
と
に
、
憤
り
は
承
知
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
未
遂
の
場
合
、
被
害
に
遭
わ
ず
に

す
ん
だ
歓
び
が
、
彼
の
ふ
る
ま
い
に
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
陰
惨
な
感
じ
を
軽
減
し
、
一
方
、
既
遂
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
の
非
運
か
ら
く
る
悲
痛
が
、

そ
の
陰
惨
な
感
じ
を
増
幅
し
ま
す
。

し
か
し
、
未
遂
の
場
合
で
も
既
遂
の
場
合
で
も
、
加
害
者
は
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
等
し
く
罪
を
犯
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
加
害
者
の
本
当
の
罪
責

は
、
疑
い
も
な
く
同
一
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
す
べ
て
の
人
間
の
感
情
に
は
不
規
則
な
乱
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
結
果
如
何
で
規
律
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が
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
文
明
化
さ
れ
た
人
民
の
法
に
も
、
ど
ん
な
に
野
蛮
な
人
民
の
法
に
も
、
す
べ
て
の
国
民
の
法
に
見
ら
れ
る
と

わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
文
明
化
さ
れ
た
人
民
は
、
そ
の
自
然
な
憤
り
が
犯
罪
の
結
果
に
よ
っ
て
拍
車
を
か
け
ら
れ
な
い
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
持
ち
前

の
情
け
深
さ
ゆ
え
に
思
わ
ず
法
の
適
用
を
免
除
し
よ
う
、
罰
を
減
軽
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
野
蛮
な
人
民
は
、
お
よ
そ
行
為
か
ら
い
か

な
る
現
実
の
結
果
も
生
じ
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
行
為
の
動
機
に
つ
い
て
あ
ま
り
神
経
を
尖
ら
せ
た
り
詮
索
し
た
り
す
る
気
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

５

情
念
に
突
き
動
か
さ
れ
た
り
、
悪
い
仲
間
に
影
響
さ
れ
た
り
し
て
、
な
に
が
し
か
の
犯
罪
を
し
で
か
そ
う
と
決
意
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
、
そ
の
た
め

の
手
段
を
講
じ
た
け
れ
ど
も
、
好
運
に
も
、
不
測
の
事
態
に
阻
ま
れ
て
犯
罪
に
手
を
染
め
な
い
で
す
ん
だ
と
き
、
こ
の
人
に
良
心
の
か
け
ら
が
少
し
で
も

残
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
分
で
も
こ
の
出
来
事
を
終
生
、
特
筆
す
べ
き
重
大
な
意
義
を
も
つ
救
出
と
み
な
す
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
こ
の
出
来
事

を
思
い
出
す
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
天
に
感
謝
の
こ
と
ば
を
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
彼
が
い
よ
い
よ
身
を
罪
に
投
じ
よ
う
と
し
て
い

た
矢
先
、
あ
り
が
た
く
も
天
は
あ
ん
な
ふ
う
に
快
く
そ
こ
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
、
以
後
の
全
生
涯
を
、
戦
慄
・
悔
恨
・
ざ
ん
げ
一
色
に
塗
り
変
え
る
こ

と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
す
か
ら
。

し
か
し
で
す
。
彼
の
手
に
落
ち
度
は
な
い
が
、
心
は
、
あ
ん
な
に
堅
く
決
意
し
た
こ
と
を
実
行
し
た
も
同
然
で
あ
り
有
罪
で
あ
る
、
と
彼
は
意
識
し
て

い
ま
す
。
反
面
、
犯
罪
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
と
、
彼
の
良
心
は
た
い
へ
ん
楽
に
な
り
ま
す
。
も
と
よ
り
、
彼
は
、
こ
う
し
た
犯
罪
の
中

止
が
な
ん
ら
自
分
の
美
徳
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
彼
は
、
実
行
し
て
い
た
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
そ
ん
な
に

自
分
は
処
罰
と
憤
り
に
値
し
な
い
の
だ
と
考
え
、
結
局
は
、
こ
の
良
き
運
勢
が
、
有
罪
の
感
覚
を
こ
と
ご
と
く
減
軽
し
、
あ
る
い
は
す
っ
か
り
取
り
除
く

の
で
す
。

自
分
が
ど
ん
な
に
固
く
犯
行
を
決
意
し
て
い
た
の
か
を
想
起
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
者
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
の
は
す
ご
い
こ
と
、
奇
跡
的
だ
と
い
う
思
い

を
ま
す
ま
す
募
ら
せ
る
効
果
し
か
も
ち
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
人
は
、
相
変
わ
ら
ず
夢
見
心
地
で
犯
罪
者
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
と
思
い
、
心
の
平

安
を
失
う
危
険
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
、
ま
る
で
絶
壁
か
ら
落
ち
る
危
険
を
安
全
な
場
所
で
時
折
思
い
出
し
て
は
そ
の
情
景
に
ぞ
っ
と
し

て
身
震
い
す
る
人
の
よ
う
に
、
怯
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

アダム・スミス『道徳感情論』第�部（山本）

２８６（６１０）

八
三



６

�

運
命
が
及
ぼ
す
こ
の
支
配
か
ら
、
第
二
の
効
果
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
行
為
か
ら
ふ
だ
ん
考
え
も
つ
か
な
い
快
楽
ま
た
は
苦
痛
が
偶
然
発
生

す
る
と
き
、
そ
の
行
為
の
功
労
ま
た
は
罪
責
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
感
覚
は
増
幅
し
て
、
そ
の
行
為
を
生
ん
だ
動
機
・
心
の
動
き
に
与
え
ら
れ

る
べ
き
適
正
な
評
価
を
超
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
行
為
か
ら
心
地
よ
い
結
果
ま
た
は
心
地
悪
い
結
果
が
生
じ
る
せ
い
で
、
功
労
の
影
ま

た
は
罪
責
の
影
が
行
為
者
に
差
す
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
、
行
為
者
の
意
図
に
は
、
な
ん
ら
賛
辞
や
非
難
に
値
す
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
あ
る
と
し
て
も
そ
の
程
度
は
、
わ
た
し
た
ち
が
や
や
も
す
る
と
呈
し
が
ち
な
賛
辞
や
非
難
に
は
及
ば
な
い
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
凶
報
の
伝
令
で
さ
え
、
わ
た
し
た
ち
に
は
不
快
で
あ
り
、
逆
に
、
吉
報
の
伝
令
に
は
一
種
の
感
謝
の
念
を
い
だ
き
ま
す
。
一
瞬
の
あ
い
だ

で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
凶
報
の
伝
令
の
こ
と
を
悪
し
き
運
勢
を
も
た
ら
し
た
張
本
人
、
吉
報
の
伝
令
の
こ
と
を
良
き
運
勢
を
も
た
ら
し
た
張
本
人
と

み
な
し
、
伝
令
は
単
な
る
報
告
者
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
ま
る
で
本
当
に
彼
ら
が
凶
事
や
吉
事
を
引
き
起
こ
し
た
か
の
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
考
え

ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
歓
び
を
一
番
初
め
に
も
た
ら
す
者
が
、
つ
か
の
間
の
感
謝
の
念
を
注
が
れ
る
対
象
で
あ
る
の
は
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
す
。
つ
ま
り
、

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
人
を
温
か
く
親
愛
の
情
を
こ
め
て
抱
擁
し
、
わ
た
し
た
ち
は
順
境
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、
彼
が
と
も
か
く
重
大
な
献
身
を
し
て
く

れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
ね
ぎ
ら
い
た
い
と
思
う
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
各
国
の
宮
廷
の
慣
習
で
は
、
戦
勝
の
知
ら
せ
を
届
け
る
将
官
は
相
当
な
昇
進
を
す

る
資
格
を
手
に
入
れ
ま
す
が
、
将
軍
は
い
つ
だ
っ
て
自
分
が
特
に
目
を
か
け
て
い
る
部
下
の
ひ
と
り
を
選
ん
で
、
ま
こ
と
心
地
よ
い
使
者
の
旅
に
赴
か
せ

る
の
で
す
。

逆
に
、
わ
た
し
た
ち
に
悲
し
み
を
一
番
初
め
に
も
た
ら
す
者
が
、
つ
か
の
間
の
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
の
も
、
ま
さ
し
く
自
然
の
な
り
ゆ

き
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
者
を
口
惜
し
く
不
安
な
気
持
ち
で
見
つ
め
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
礼
儀
知
ら
ず
で
粗
暴
な
人
は
、
や
や
も
す
る
と
彼

が
も
っ
て
き
た
機
密
情
報
に
腹
を
立
て
こ
の
人
を
し
か
り
と
ば
す
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
ア
ル
メ
ニ
ア
の
王
テ
ィ
グ
ラ
ネ
ス
は
、
手
ご
わ
い
敵
の
接
近
の

第
一
報
を
届
け
た
者
を
打
ち
首
に
し
ま
し
た
（
２４
）。

凶
報
の
伝
令
を
こ
ん
な
ふ
う
に
処
罰
す
る
こ
と
は
、
野
蛮
・
人
で
な
し
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
吉
報
の
伝
令
を
ね
ぎ
ら
う
こ
と
は
わ

た
し
た
ち
に
は
不
快
と
は
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
の
伝
令
は
王
の
褒
美
に
あ
ず
か
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
凶
報
の
伝
令
に
落
ち
度
が
な

く
処
罰
す
る
理
由
は
な
い
と
す
れ
ば
、
吉
報
の
伝
令
に
も
功
労
が
な
く
ね
ぎ
ら
う
理
由
は
な
い
の
で
す
。
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
ん
な
区
別
を
す
る
の
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は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
む
つ
み
あ
い
他
人
の
幸
せ
を
望
む
心
の
動
き
が
発
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
は
、
ど
ん
な
た

ぐ
い
の
も
の
で
も
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
他
方
、
い
が
み
あ
い
他
人
の
不
幸
を
望
む
心
の
動
き
が
発
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
れ
に
わ
た
し

た
ち
を
入
り
込
ん
で
ゆ
か
せ
る
理
由
は
、
き
わ
め
て
堅
牢
で
実
質
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
（
２５
）。

７

し
か
し
で
す
。
一
般
に
わ
た
し
た
ち
は
、
い
が
み
あ
い
他
人
の
不
幸
を
望
む
心
の
動
き
に
入
り
こ
ん
で
ゆ
く
の
を
い
や
だ
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、

「
い
が
み
あ
い
他
人
の
不
幸
を
望
む
心
の
動
き
が
成
就
す
る
の
を
わ
た
し
た
ち
は
決
し
て
是
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
ん
な
心
の
動
き
を
ぶ
つ

け
ら
れ
る
人
が
、
害
を
加
え
る
不
正
な
意
図
の
せ
い
で
、
そ
れ
の
適
切
な
対
象
に
な
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」
と
い
う
こ
と
を
準
則
と
し
て
明

記
し
ま
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
準
則
の
厳
格
な
適
用
を
ゆ
る
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
が
過
失
に
よ
っ
て
意
図
し
な
い
損
害

を
他
人
に
与
え
て
し
ま
っ
た
と
き
、
概
し
て
わ
た
し
た
ち
は
被
害
者
の
憤
り
に
と
て
も
深
く
入
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
被
害
者
が
加
害
者
に

加
え
る
罰
は
、
侵
害
行
為
か
ら
そ
ん
な
不
運
な
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
と
映
る
罰
よ
り
ず
っ
と
重
い
の
に
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
ん
な

処
罰
を
是
認
し
ま
す
。

８

過
失
の
な
か
に
は
、
だ
れ
に
も
損
害
を
与
え
て
は
い
な
い
が
と
も
か
く
な
に
が
し
か
の
懲
戒
に
値
す
る
と
映
る
程
度
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
人
が
大
き
な
石
を
塀
越
し
に
公
道
の
ほ
う
に
放
り
投
げ
、
し
か
も
そ
こ
に
通
行
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
な
ん
ら
警
告
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
石

が
ど
の
あ
た
り
に
落
ち
る
か
と
い
っ
た
こ
と
も
顧
み
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
が
な
に
が
し
か
の
懲
戒
に
値
す
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と

て
も
綿
密
に
調
べ
上
げ
る
官
憲
で
あ
れ
ば
、
ま
こ
と
無
定
見
な
そ
ん
な
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
な
ん
ら
害
悪
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
処
罰
す

る
で
し
ょ
う
。

（
２４
）Tigranes

は
紀
元
前
九
四
年
頃
か
ら
ア
ル
メ
ニ
ア
王
で
あ
り
、ミ
ト
リ
ダ
テ
ス（
前
掲
注
２２
を
見
よ
）の
同
盟
者
。こ
こ
で
い
う
敵
と
は
ル
ク
ッ
ル
ス
の
こ
と
。プ
ル
タ
ル
コ
スParallel

Lives,
Lucullus,２５

.

（
２５
）I.ii.３

－４

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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こ
の
過
失
に
つ
い
て
有
罪
と
な
っ
た
人
の
罪
状
は
、
他
人
の
幸
福
と
安
全
に
対
し
て
傲
岸
な
侮
辱
を
示
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
彼
の
ふ
る
ま
い
に
は

現
実
の
不
正
義
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
ま
と
も
な
感
覚
の
持
ち
主
な
ら
だ
れ
だ
っ
て
わ
が
身
を
さ
ら
そ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
危
険
に
、
み
だ
り
に
隣
人

を
さ
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
同
類
被
造
者
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
つ
い
て
何
ら
の
感
覚
も
持
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
感
覚
こ
そ
、
正
義
の
基
礎
、
社
会
の
土
台
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
重
大
な
過
失
は
、
法
律
上
、
加
害
の
意
図
と
ほ
と
ん
ど
同
等
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す

（
ｂ
）（
２６
）。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
不
注
意
か
ら
不
運
な
結
果
が

生
じ
る
場
合
、
こ
の
過
失
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
た
人
物
が
、
ま
る
で
そ
ん
な
結
果
を
実
際
に
意
図
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ

り
ま
す
。
彼
の
ふ
る
ま
い
は
、
思
慮
を
欠
き
・
傲
岸
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
な
に
が
し
か
の
懲
戒
に
値
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、﹇
不
運
な
結
果

が
生
じ
る
と
﹈
い
ま
や
そ
れ
は
、
陰
惨
で
あ
り
、
き
わ
め
て
厳
し
い
処
罰
に
服
す
る
責
任
を
生
ず
る
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
上
の
よ
う
に
目
先

が
利
か
な
い
不
注
意
な
行
為
に
よ
っ
て
偶
然
に
人
を
殺
す
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
多
く
の
国
の
法
律
、
と
り
わ
け
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
法
で
は
、
死
刑
に

服
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
２７
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
た
し
か
に
厳
し
す
ぎ
る
処
断
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感
情
と
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た

ち
は
不
運
な
被
害
者
に
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
愚
か
し
く
・
人
で
な
し
の
ふ
る
ま
い
に
対
し
て
正
当
な
怒
り
を
胸
に
沸
き
立
た
せ
ま
す
。

し
か
し
、
怪
我
人
は
な
か
っ
た
が
不
注
意
に
も
石
を
公
道
に
放
り
投
げ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
罪
人
を
処
刑
台
に
引
っ
立
て
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど

わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
衡
平
感
覚
を
傷
つ
け
る
と
映
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
も
と
よ
り
、
彼
の
ふ
る
ま
い
の
愚
か
し
さ
・
人
で
な
し
は
、
怪
我
人
が

出
な
く
て
も
同
じ
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
感
情
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
感
情
の
違
い
を
考
慮
す
る
と
、「
怒

り
は
、
観
察
者
の
そ
れ
で
さ
え
、
や
や
も
す
る
と
行
為
の
現
実
の
結
果
に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
高
ぶ
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
か
」
と
わ
た
し
た
ち
は
感
心
し
て

納
得
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の
誤
解
で
な
け
れ
ば
、
被
害
を
と
も
な
う
重
大
な
過
失
の
事
件
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
民
の
法
は
、
と
て

も
厳
格
に
処
断
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
他
方
、
被
害
を
と
も
な
わ
な
い
同
種
の
事
件
で
は
、
一
般
に
規
律
は
ず
い
ぶ
ん
緩
和
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
す
で
に
わ
た
し
が
考
察
し
た
と
お
り
で
す
﹇II.iii.２

.４

参
照
﹈。

９

過
失
の
な
か
に
は
、
な
ん
ら
不
正
義
を
含
ま
な
い
程
度
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
過
失
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
人
は
、
隣
人
に
対
し
て
わ
が
身
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へ
の
対
処
と
同
等
の
対
処
を
し
て
お
り
、
だ
れ
に
も
危
害
を
加
え
る
意
図
を
も
た
ず
、
他
人
の
安
全
と
幸
福
に
傲
岸
な
侮
辱
を
い
だ
い
て
い
る
わ
け
で
は

毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
人
の
罪
状
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に
際
し
て
本
来
そ
う
す
べ
き
ほ
ど
に
は
注
意
深
く
も
用
意
周
到
で
も
な
く
、
そ
の
点
で
は
と
も
か
く
あ

る
程
度
の
非
難
と
譴
責
に
値
す
る
が
、
い
か
な
る
処
罰
に
も
値
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
種
の
過
失
（
ｃ
）に
よ
っ
て
他
人
に

な
ん
ら
か
の
損
害
を
与
え
る
場
合
に
は
、
加
害
者
は
そ
れ
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
国
の
法
律
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る

と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
賠
償
が
実
際
上
の
処
罰
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
彼
の
ふ
る
ま
い
に
起
因
す
る
不
運
な
事
故
が
も
し
も
発
生
し
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
に
加
え
よ
う
な
ど
と
は
お
よ
そ
血
が
通
う
人
間
で
あ
れ
ば
考
え
つ
か
な
か
っ
た
処
断
な
の
で
す
が
、
し
か
し
、
法
律
が
こ
の
よ
う

に
取
り
決
め
て
い
る
こ
と
は
、
人
類
す
べ
て
の
自
然
な
感
情
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
ま
す
。
人
は
他
人
の
不
注
意
に
よ
っ
て
苦
し
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
、
ま
た
、
非
難
に
値
す
る
過
失
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
は
そ
の
過
失
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
っ
た
人
物
に
よ
り
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
以
上
に
正
当
な
こ
と
は
な
い
と
わ
た
し
た
ち
は
思
い
ま
す
。

１０

過
失
の
な
か
に
は
、
ま
た
別
の
種
類
の
も
の
が
あ
り
ま
す
（
ｄ
）。
そ
れ
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
行
為
か
ら
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
す
べ
て
の
結
果
に
つ
い

（
ｂ
）Lata

culpa
prope

dolum
est.

（
２６
）
ス
ミ
ス
はD

igest,
X
V
II.１
.２９
pr.

か
ら
引
用
し
て
い
る
。
六
世
紀
の
皇
帝
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
ロ
ー
マ
法
の
法
典
で
は
過
失
に
つ
い
て
複
数
の
程
度
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

ス
ミ
ス
が
以
下
で
導
入
す
る
整
然
と
三
つ
に
分
け
ら
れ
た
過
失
の
程
度
（culpa

lata,
culpa

levis,
culpa

levissim
a

）
は
、
ロ
ー
マ
市
民
法
の
中
世
の
註
釈
学
者
に
よ
る
精
緻
な
作

業
を
待
っ
て
初
め
て
成
立
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
三
区
分
は
近
代
初
期
の
法
思
想
に
見
ら
れ
る
定
石
で
あ
り
、
自
然
法
学
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。LJ

（A

）ii.７８
&
８８

－９
;
Thom

as

R
eid,
PracticalEthics

（Princeton,
N
J,１９９０

）pp.１６７
,３５９

－６０

お
よ
び
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
典
拠
と
比
較
参
照
の
こ
と
。

（
２７
）LJ

（A

）ii.１１２
,

（B

）１８７

と
比
較
参
照
の
こ
と
。

（
ｃ
）C

ulpa
levis.

（
ｄ
）C

ulpa
levissim

a.
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て
、
こ
の
上
も
な
く
執
拗
に
小
心
翼
々
・
用
意
周
到
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
こ
の
た
っ
た
ひ
と
つ
の
条
件
が
あ
る
と
き
に
成
立
す
る
過
失
で
す
。
こ

の
よ
う
に
神
経
を
す
り
減
ら
す
気
遣
い
を
欠
い
て
い
て
も
、
悪
い
結
果
が
そ
こ
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
、
非
難
に
値
す
る
と
み
な
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
逆

に
そ
の
よ
う
に
気
遣
う
資
質
が
、
む
し
ろ
非
難
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
小
心
翼
々
と
し
た
用
意
周
到
さ
は
、
万
事
に
つ
い
て
危
惧
す
る
の
で

あ
っ
て
、
美
徳
と
は
決
し
て
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ほ
ど
活
動
と
仕
事
に
必
要
な
能
力
を
そ
ぐ
資
質
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
過
剰
な
注
意
を
し
な
か
っ
た
せ
い
で
、
た
ま
た
ま
他
人
に
損
害
を
与
え
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
加
害
者
が
法
律
に
よ
っ
て
賠
償
の
義
務
を

負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
キ
レ
イ
ア
法
に
よ
れ
ば
、
馬
が
突
発
的
状
況
に
驚
き
、
こ
れ
を
制
御
で
き
な
か
っ
た
人
が
、
思
い

が
け
な
く
隣
人
の
奴
隷
を
轢
い
て
し
ま
っ
た
場
合
、
こ
の
人
は
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
ま
す
（
２８
）。
こ
の
種
の
偶
発
事
故
が
起
こ
る
と
き
、
や
や

も
す
る
と
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
は
そ
ん
な
馬
に
乗
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
、
彼
が
あ
え
て
そ
う
し
た
の
は
許
さ
れ
な
い
軽
率
で
あ
っ
た
と
み
な
し

が
ち
で
す
。
も
と
よ
り
、
こ
の
事
故
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
加
害
者
の
行
為
を
そ
の
よ
う
に
思
い
返
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
ん
な
馬
に
乗
る
こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
を
指
し
て
、
臆
病
風
に
吹
か
れ
て
弱
腰
に
な
っ
た
と
か
、
気
に
し
て
も
し
か
た
の
な
い
こ
と

を
た
だ
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
取
り
越
し
苦
労
し
て
い
る
と
考
え
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
種
の
偶
発
事
故
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
も
と
で
思
い
が
け
な
く
他
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
人
自
身
、
そ
の
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
自
分
は
懲
罰

に
値
す
る
と
い
う
感
覚
を
な
に
が
し
か
い
だ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
は
、
自
然
に
、
被
害
者
の
も
と
に
駆
け
寄
り
、
被
害
者
に
起
こ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
自
分
の
憂
慮
を
表
明
し
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
は
さ
せ
て
も
ら
う
と
申
し
出
ま
す
。
彼
が
お
よ
そ
細
や
か
な
神
経
の
持
ち
主
で
あ
れ
ば
、
か

な
ら
ず
損
害
を
賠
償
し
た
い
と
切
望
し
、
や
や
も
す
る
と
被
害
者
の
胸
に
湧
き
が
ち
な
獰
猛
な
憤
り
を
察
知
し
て
、
そ
れ
を
な
だ
め
る
た
め
に
手
を
尽
く

し
た
い
と
願
う
で
し
ょ
う
。

謝
罪
を
し
な
い
こ
と
、
贖
罪
を
申
し
出
な
い
こ
と
は
と
ん
で
も
な
く
野
蛮
な
こ
と
だ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
他
の
人
で
は
な
く
、
彼
が
謝

罪
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。落
ち
度
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
彼
と
ほ
か
の
見
物
人
の
あ
い
だ
に
分
け
隔
て
は
な
い
の
に
、な
ぜ
彼
は
、

世
人
す
べ
て
の
な
か
か
ら
こ
う
し
て
選
び
出
さ
れ
て
、
他
人
の
不
運
に
対
し
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
被
害
者
の
憤
り
は
不
当
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
に
、
公
平
な
観
察
者
で
さ
え
も
、
と
も
か
く
な
に
が
し
か
そ
の
憤
り
に
ひ
た
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
き
っ
と
こ
の
負
担
は
彼

に
押
し
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。

八
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第
三
章

感
情
の
こ
う
し
た
不
規
則
な
乱
れ
の
目
的
因
に
つ
い
て

１

行
為
か
ら
生
じ
る
善
き
結
果
・
悪
し
き
結
果
は
、
実
行
者
の
感
情
お
よ
び
他
人
の
感
情
に
、
上
述
の
効
果
を
及
ぼ
し
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
運
命

の
女
神
は
、
現
世
を
支
配
し
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
女
の
支
配
を
つ
ゆ
ほ
ど
も
認
め
た
く
な
い
場
合
で
も
何
ほ
ど
か
の
影
響
力
を
も
ち
、
世
人
が
自
他
の
人

柄
や
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
い
だ
く
感
情
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
指
揮
し
ま
す
。

「
世
の
中
は
、
行
動
計
画
で
は
な
く
結
末
に
よ
っ
て
判
断
す
る
」
と
は
い
つ
の
時
代
に
も
言
わ
れ
て
き
た
苦
情
で
す
し
、
美
徳
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
る

物
言
い
で
す
。「
結
末
は
、
行
為
者
の
意
向
に
左
右
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
行
為
者
の
ふ
る
ま
い
の
功
労
や
適
切
さ
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
感

情
を
支
配
す
べ
き
で
な
い
」。
こ
の
一
般
的
格
率
に
は
だ
れ
し
も
同
意
し
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
個
々
の
事
例
を
処
理
す
る
段
に
な
る
と
、

自
分
の
感
情
が
こ
の
衡
平
を
慮
る
格
率
の
指
揮
す
る
と
こ
ろ
に
ぴ
っ
た
り
適
合
す
る
例
は
ひ
と
つ
も
な
い
こ
と
を
思
い
知
り
ま
す
。

お
よ
そ
行
為
か
ら
生
じ
る
幸
福
な
結
末
や
不
幸
な
結
末
は
、
や
や
も
す
る
と
そ
の
行
為
を
導
い
た
予
見
注
意
力
の
優
劣
の
評
価
を
左
右
し
が
ち
で
あ
る

ば
か
り
か
、そ
の
行
動
計
画
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
の
い
だ
く
感
謝
の
念
と
憤
り
、功
労
と
罪
責
の
感
覚
を
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
過
剰
に
高
ぶ
ら
せ
ま
す
。

２

し
か
し
、
自
然
は
、
こ
う
し
た
感
情
の
不
規
則
な
乱
れ
を
起
こ
す
種
子
を
人
間
の
胸
裏
に
植
え
付
け
た
と
き
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
場
合
に
も
見
ら
れ

る
と
お
り
、
人
類
の
幸
福
と
完
成
を
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

害
意
に
満
ち
た
も
く
ろ
み
、
他
人
の
不
幸
を
望
む
心
の
動
き
が
、
も
し
も
そ
れ
だ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
の
憤
り
を
�
き
立
て
る
原
因
で
あ
る
と
す
れ
ば

ど
う
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
も
く
ろ
み
や
心
の
動
き
が
、
お
よ
そ
行
為
と
な
っ
て
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
胸
の
奥
に
隠
し
持
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
人
物
に
対
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
仮
借
な
い
激
烈
な
憤
り
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
。

す
る
と
、
感
情
・
思
想
・
意
図
は
、
処
罰
の
対
象
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
も
し
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
、
行
為
同
様
に
、
世
人
の
怒
り
が
強
く
こ

み
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
、
思
想
が
な
ん
ら
行
為
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
の
に
、
世
人
の
目
に
は
、
思
想
の
邪
悪
さ
が
、
行
為
の
邪
悪
さ
同
様
に
、
声

（
２８
）Justinian,

Institutes,
IV
.iii.８

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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高
に
仕
置
き
を
要
求
す
る
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
司
法
裁
判
所
は
正
真
正
銘
の
異
端
審
問
所
に
な
る
で
し
ょ
う
。
一
点
の
落
ち
度
も
な
く
、
き

わ
め
て
用
意
周
到
な
ふ
る
ま
い
も
、
け
っ
し
て
安
全
を
保
障
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
邪
悪
な
欲
望
・
邪
悪
な
見
方
・
邪
悪
な
も
く
ろ
み
を
も
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
、
飽
く
な
き
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
、
悪
し
き
ふ
る
ま
い
同
様
に
怒
り
を
�
き
立
て
る
か
た
わ
ら
、
悪
し
き
意

図
が
、
悪
し
き
行
為
と
ま
っ
た
く
同
様
に
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
人
は
、
自
分
の
行
為
に
か
ぎ
ら
ず
内
心
の
邪
悪
さ
を
理
由
に
、

処
罰
さ
れ
・
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、自
然
の
創
造
主
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
、人
間
か
ら
処
罰
を
受
け
て
そ
の
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
で
是
認
さ
れ
る
唯
一
の
対
象
は
、

現
実
の
害
悪
を
生
み
出
す
行
為
か
、
そ
れ
を
生
み
出
そ
う
と
着
手
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
と
相
ま
ち
、
わ
た
し
た
ち
を
そ
の
害
悪
の
恐
怖
に

す
か
さ
ず
陥
れ
る
行
為
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
、
冷
静
な
理
性
に
照
ら
せ
ば
、
感
情
・
も
く
ろ
み
・
心
の
動
き
こ
そ
、
人
間
の
行
為
が
そ
の

功
労
ま
た
は
罪
責
の
全
部
を
引
き
出
す
根
拠
で
す
け
れ
ど
も
、
心
に
住
ま
う
偉
大
な
裁
判
官
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
、
感
情
・
も
く
ろ
み
・
心
の
動
き
は
、

人
間
が
司
る
ど
ん
な
裁
判
管
轄
権
も
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
、
彼
自
身
が
司
る
無
�
の
審
判
所
の
管
轄
権
に
服
す
る
べ
く
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
す

﹇III.２
.３２

参
照
﹈。

し
た
が
っ
て
、「
現
世
で
人
間
が
処
罰
に
服
す
る
責
任
は
、
行
為
だ
け
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
も
く
ろ
み
と
意
図
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
は

な
い
」
と
い
う
司
法
上
な
く
て
は
な
ら
な
い
準
則
の
根
底
に
は
、「
功
労
ま
た
は
罪
責
に
つ
い
て
人
間
の
感
情
は
こ
ん
な
ふ
う
に
健
全
で
有
益
な
不
規
則

を
生
ず
る
」
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
不
規
則
な
乱
れ
は
、
初
見
で
は
、
ま
こ
と
に
不
合
理
で
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
映
り
ま
す
。
し
か
し
、

自
然
の
各
部
は
、
注
意
深
く
調
べ
て
み
る
と
、
分
け
隔
て
な
く
自
然
の
創
造
主
の
摂
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
人
間
の
浅
薄
さ
と
愚
か

さ
の
な
か
に
さ
え
も
、
わ
た
し
た
ち
は
神
の
知
恵
と
善
良
さ
を
認
め
て
こ
れ
を
賛
美
し
ま
す
（
２９
）。

３

着
手
し
た
が
成
就
し
な
か
っ
た
献
身
的
行
為
の
功
労
が
不
完
全
な
も
の
に
映
り
、
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
、
純
然
た
る
善
良
な
性
分
・
親
切
な
意
向
の

功
労
が
不
完
全
な
も
の
に
映
る
の
は
、
上
述
し
た
感
情
の
不
規
則
な
乱
れ
に
よ
り
ま
す
が
、
こ
の
不
規
則
性
は
、
ま
っ
た
く
何
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
が
造
ら
れ
た
目
的
は
、
行
動
を
起
こ
し
、
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
自
他
を
取
り
巻
く
物
質
的
条
件
に
働
き
か
け
、
万
人
の
幸
福
に
と
っ
て
き
わ
め

九
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て
好
ま
し
い
と
思
え
る
変
化
を
模
索
す
る
こ
と
で
す
。
人
間
は
、
心
の
中
で
世
の
中
に
順
境
が
訪
れ
て
ほ
し
い
と
願
う
か
ら
と
い
っ
て
、
働
き
も
せ
ず
に

他
人
の
幸
福
を
望
む
こ
と
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
自
分
の
こ
と
を
世
人
の
味
方
で
あ
る
と
夢
想
し
て
も
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
全
身
全
霊
を
奮
い

起
こ
し
・
全
神
経
を
集
中
さ
せ
、
自
分
が
創
造
さ
れ
た
と
き
に
推
進
す
る
よ
う
計
ら
わ
れ
た
諸
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
自
然
は
、「
実

際
に
そ
の
成
果
を
生
み
出
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
当
人
も
世
人
も
そ
の
ふ
る
ま
い
に
す
っ
か
り
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に
満
場

の
喝
采
を
献
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
教
示
し
ま
し
た
。

善
良
な
意
図
を
ほ
め
て
も
ら
っ
て
も
、
善
行
を
施
し
た
と
い
う
功
労
を
欠
く
な
ら
ば
、
そ
の
賛
辞
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
効
果
し
か
な
く
、
こ
の
上
な
く

に
ぎ
や
か
な
世
間
の
歓
呼
、
い
な
、
こ
の
上
な
く
高
ら
か
な
わ
が
胸
の
喝
采
す
ら
�
き
立
て
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
、
人
は
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
何

一
つ
重
要
な
こ
と
を
し
な
い
で
お
い
て
、
そ
の
語
ら
う
様
子
や
物
腰
全
体
が
や
た
ら
正
々
堂
々
と
し
・
や
た
ら
気
高
く
・
や
た
ら
高
潔
無
私
の
感
情
を
表

に
出
す
人
は
、
た
と
え
役
立
て
な
か
っ
た
理
由
が
献
身
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
し
て
も
、
あ
ま
り
上
等
な
ね
ぎ
ら
い
を
要
求
す
る
資
格
は

あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
相
変
わ
ら
ず
彼
に
上
等
な
ね
ぎ
ら
い
を
拒
絶
し
、
そ
れ
で
い
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
相
変

わ
ら
ず
彼
に
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
あ
な
た
は
何
を
し
た
の
で
す
か
。
ず
い
ぶ
ん
と
高
級
な
見
返
り
を
要
求
す
る
だ
け
の
ど
ん
な
献
身
を
実
際
あ

な
た
は
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
か
。
わ
た
し
た
ち
は
あ
な
た
に
敬
意
を
も
ち
ま
す
が
、
あ
な
た
の
お
世
話
に
は
全
然
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

た
だ
献
身
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
役
立
て
な
い
ま
ま
潜
在
す
る
美
徳
を
ね
ぎ
ら
う
こ
と
、
こ
の
美
徳
が
あ
る
程
度
は
受
け
る
に
値
す
る

と
言
え
て
も
適
切
に
は
主
張
で
き
な
か
っ
た
は
ず
の
名
誉
や
昇
進
を
授
け
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
、
他
人
の
幸
せ
を
こ
よ
な
く
望
む
神
々
し
い
心
の
な
せ

る
業
で
す
。
逆
に
、
犯
罪
行
為
は
な
ん
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
胸
裏
の
心
の
動
き
だ
け
を
理
由
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
、
傲
岸
・
野
蛮
な
専
制
の

き
わ
み
で
す
。
他
人
の
幸
せ
を
望
む
心
の
動
き
は
、
表
立
っ
て
現
れ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
犯
罪
に
な
る
と
い
う
時
点
ま
で
に
腰
を
上
げ
れ
ば
、
上
々
の

賛
辞
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
逆
に
、
他
人
の
不
幸
を
望
む
心
の
動
き
は
、﹇
待
っ
て
い
れ
ば
﹈
ほ
ど
な
く
う
ご
め
き
・
這
い
出
し
・
勇
み
足
に

な
る
も
の
で
す
。

（
２９
）V

I.iii.３０

と
比
較
参
照
の
こ
と
。
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４

意
図
な
く
加
え
ら
れ
た
害
悪
は
、
加
害
者
に
も
被
害
者
に
も
非
運
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
こ
れ
は
、
実
に
意
義
深
い
こ
と
で

す
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
人
間
は
、「
同
胞
市
民
の
幸
福
に
畏
敬
の
念
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
」、「
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
さ
え
加
害
行
為
を
働
い
て

お
り
は
す
ま
い
か
と
、
戦
々
恐
々
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
故
意
で
な
く
て
も
同
胞
市
民
の
災
厄
を
引
き
起
こ
す
不
幸
の
道
具
と
な
る
と
き
に

は
、
獰
猛
な
憤
り
が
爆
発
し
・
い
ま
に
も
自
分
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
と
感
じ
て
怯
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
教
わ
り
ま
す
。

古
代
の
異
教
徒
の
宗
教
で
は
、
神
の
た
め
に
聖
別
さ
れ
て
い
た
神
聖
な
土
地
は
、
厳
粛
か
つ
や
む
を
え
な
い
時
を
除
い
て
足
を
踏
み
入
れ
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
、
そ
こ
に
侵
入
す
る
者
は
、
知
ら
ず
に
そ
う
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
瞬
間
か
ら
け
が
れ
た
身
の
上
と
な
り
、
適
切
な
贖
罪
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、

そ
の
土
地
を
捧
げ
ら
れ
て
い
た
強
力
で
見
え
ざ
る
存
在
の
仕
置
き
を
招
き
ま
し
た
（
３０
）。

し
か
ら
ば
、
同
様
な
し
か
た
で
、
落
ち
度
の
な
い
す
べ
て
の
人
の
幸
福
は
、
自
然
の
知
恵
に
よ
っ
て
、
神
聖
な
も
の
・
聖
別
さ
れ
た
も
の
・
防
塁
で
囲

ま
れ
て
本
人
以
外
の
人
た
ち
を
寄
せ
つ
け
な
い
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
が
そ
こ
に
み
だ
り
に
足
を
踏
み
入
れ
、
全
然
そ
う
と
は
知

ら
ず
思
い
が
け
な
く
も
侵
害
す
る
と
き
で
さ
え
、
そ
ん
な
意
図
せ
ざ
る
侵
害
の
大
き
さ
に
比
例
し
て
、
そ
の
幸
福
は
必
ず
し
か
る
べ
き
罪
滅
ぼ
し
・
贖
罪

を
要
求
し
ま
す
。

情
け
深
い
人
が
偶
然
、
し
か
も
非
難
に
値
す
る
過
失
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
に
、
他
人
の
死
の
原
因
に
な
っ
た
場
合
、
有
罪
と
は
感
じ
ま
せ
ん
が
、
け
が

れ
た
身
の
上
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
彼
は
生
涯
を
通
じ
、
こ
の
偶
発
事
故
を
自
分
に
降
り
か
か
る
可
能
性
の
あ
っ
た
最
大
の
非
運
に
数
え
ま
す
。
亡
く
な
っ

た
被
害
者
の
家
族
が
貧
し
く
、
一
方
、
自
分
自
身
は
ま
ず
ま
ず
の
暮
ら
し
を
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
家
族
を
庇
護
し
、
そ
の
家
族
に
は
他

に
な
ん
の
功
労
も
な
い
が
、
万
般
に
わ
た
っ
て
好
意
と
親
切
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
も
し
そ
の
家
族
が
も
っ
と
恵
ま
れ
た
暮
ら
し
を
し
て

い
れ
ば
、彼
は
ひ
た
す
ら
平
身
低
頭
の
態
度
で
悲
し
み
の
こ
と
ば
を
尽
く
し
、自
分
が
提
案
で
き
相
手
が
受
諾
す
る
善
行
を
こ
と
ご
と
く
家
族
に
施
し
て
、

起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
事
に
対
し
て
贖
罪
し
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
が
相
手
の
家
族
に
加
え
て
し
ま
っ
た
侵
害
は
思
い
が
け
な
く
も
生
じ
た
結

果
で
あ
る
と
は
い
え
重
大
で
あ
り
、こ
れ
に
対
し
て
家
族
が
い
だ
く
憤
り
が
不
当
き
わ
ま
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、お
そ
ら
く
自
然
に
湧
く
も
の
で
あ
っ

て
、
彼
は
こ
の
憤
り
を
手
を
尽
く
し
て
宥
め
る
努
力
を
す
る
わ
け
で
す
。

５

そ
れ
と
知
り
つ
つ
故
意
に
お
こ
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
徹
底
的
な
叱
責
に
さ
ら
さ
れ
て
当
然
だ
っ
た
こ
と
を
、
偶
然
し
で
か
す
羽
目
に
な
っ
て
し
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ま
っ
た
人
に
落
ち
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
人
が
味
わ
う
辛
酸
は
、
古
代
の
演
劇
で
も
当
世
の
演
劇
で
も
、
と
び
き
り
み
や
び
や
か
で
興
味
の
尽
き
な

い
場
面
を
つ
む
ぎ
出
し
て
き
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
演
劇
舞
台
で
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
イ
オ
カ
ス
タ
が
味
わ
う
辛
酸
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
演
劇
舞
台
で
モ
ニ

マ
イ
ア
と
イ
ザ
ベ
ラ
が
味
わ
う
辛
酸
、
そ
の
す
べ
て
を
織
り
な
す
の
は
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
本
当
は
有
罪
で
は
な
い
の
に
誤
っ
て
そ
の
よ
う
に
受
け

取
ら
れ
て
い
る
感
覚
で
す
（
３１
）。
彼
ら
は
皆
、
こ
の
上
な
く
け
が
れ
た
身
の
上
で
す
が
、
も
と
よ
り
、
だ
れ
ひ
と
り
有
罪
の
か
け
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。

６

し
か
し
で
す
。
人
が
不
運
に
も
、
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
悪
事
を
起
こ
し
た
り
、
意
図
し
て
い
た
善
事
を
果
た
せ
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
、
上
の
よ

う
に
感
情
は
こ
と
ご
と
く
不
規
則
な
乱
れ
を
生
ず
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
は
、
落
ち
度
の
な
い
当
人
を
な
ぐ
さ
め
も
せ

ず
に
、
ま
た
、
彼
の
美
徳
を
ね
ぎ
ら
い
も
せ
ず
に
放
置
し
て
は
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
は
そ
ん
な
と
き
、
あ
の
正
義
と
衡
平
を
慮
る
格
率
、「
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
決
ま
ら
な
い
結
末
は
、
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
の

が
ふ
さ
わ
し
い
敬
意
を
減
じ
て
は
な
ら
な
い
」
に
、
助
け
を
求
め
ま
す
。
彼
は
全
霊
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
豪
胆
で
不
撓
不
屈
た
ら
ん
と
し
、
現
在
の
自
分
を

映
し
出
し
て
い
る
光
で
は
な
く
、
本
来
の
自
分
を
映
し
出
す
べ
き
光
に
照
ら
し
て
、
懸
命
に
わ
が
姿
を
見
つ
め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
も
し
高
潔

無
私
の
も
く
ろ
み
が
成
功
し
て
有
終
の
美
を
飾
っ
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
過
日
の
・
あ
る
べ
き
だ
っ
た
自
分
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う

し
、
も
し
世
人
の
感
情
が
こ
と
ご
と
く
率
直
で
衡
平
を
慮
る
か
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
と
も
節
操
を
守
っ
て
少
し
も
ぶ
れ
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
も

く
ろ
み
が
失
敗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
時
点
の
・
あ
る
べ
き
自
分
の
姿
が
厳
然
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

わ
り
あ
い
率
直
で
情
け
深
い
世
人
な
ら
ば
、
彼
が
内
心
の
評
定
で
こ
ん
な
ふ
う
に
自
分
自
身
を
支
持
す
る
努
力
に
、
す
っ
か
り
歩
調
を
合
わ
せ
ま
す
。

（
３０
）
ラ
テ
ン
語
のPiaculum

は
、
神
と
崇
め
ら
れ
る
存
在
に
加
え
ら
れ
た
侵
害
行
為
を
贖
罪
す
る
手
段
、
つ
ま
り
、
犠
牲
的
行
為
を
意
味
し
、
そ
れ
が
英
語
に
移
し
変
え
ら
れ
る
と
、

贖
罪
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
侵
害
行
為
と
い
う
意
味
に
も
転
用
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
侵
害
行
為
を
し
た
者
はpiacular

な
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
す
ぐ
に
キ
リ
ス

ト
教
に
取
り
込
ま
れ
た
。

（
３１
）Sophocles

のO
edipus

Rex

で
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
自
分
の
母
と
は
知
ら
ぬ
ま
ま
イ
オ
カ
ス
タ
と
結
婚
し
た
。O

tw
ay

のThe
O
rphan

（cf.I.ii.２
.３

）
で
は
、
モ
ニ
マ
イ
ア

は
、
自
分
の
夫
と
思
い
込
ん
で
義
理
の
兄
弟
と
同
衾
し
た
。Thom

as
Southerne

のThe
Fatal

M
arriage,

or
The
Innocent

Adultery

（１６９４

）
で
は
、
イ
ザ
ベ
ラ
は
自
分
の
夫
は

死
ん
だ
も
の
と
思
い
込
ん
で
再
婚
し
た
。
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彼
ら
は
、
人
間
の
自
然
本
性
の
こ
の
不
規
則
な
乱
れ
を
自
力
で
矯
正
し
よ
う
と
高
潔
無
私
と
立
派
な
心
を
ふ
り
し
ぼ
り
、
彼
の
豪
胆
が
成
功
し
て
い
た
な

ら
ば
何
も
こ
う
し
て
高
潔
無
私
を
発
揮
せ
ず
と
も
自
然
に
思
わ
ず
そ
れ
を
顧
み
た
は
ず
の
視
点
に
立
っ
て
、
彼
の
不
運
な
豪
胆
を
見
よ
う
と
努
力
し
ま

す
。

（
や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち

法
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