
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.128

－208

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
。
①
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
改
行
は
な
い
が
、
適
宜
こ
れ
を
ほ
ど
こ
し
た
。

②
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
。
③﹇

﹈
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
。

翻

訳

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』
第
Ⅲ
部

「
自
ら
の
感
情
と
行
為
に
下
す
判
断
の
根
底
に
あ
る
も
の
」

山

本

陽

一
（
訳
）
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本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
第
Ⅲ
部
の
目
次
は
以
下
の
と
お
り
。

『
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
Ⅲ
部

わ
た
し
た
ち
が
わ
が
胸
の
感
情
と
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
下
す
判
断
の
根
底
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
。
ま
た
、
義
務
の
感
覚
に
つ
い
て

第
一
章

自
己
是
認
お
よ
び
自
己
否
認
の
原
理
に
つ
い
て

第
二
章

賛
辞
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
、
お
よ
び
、
賛
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
つ
い
て
。
ま
た
、
非
難
に
お
の
の
く
心
情
、
お
よ
び
、
非
難
に
値
す
る

こ
と
に
お
の
の
く
心
情
に
つ
い
て

第
三
章

良
心
に
そ
な
わ
る
支
配
力
と
威
厳
に
つ
い
て

第
四
章

自
己
欺
瞞
の
本
質
、
お
よ
び
、
一
般
的
準
則
の
起
源
と
利
用
に
つ
い
て

第
五
章

道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
に
そ
な
わ
る
支
配
力
と
威
厳
に
つ
い
て
。
ま
た
、
そ
の
一
般
的
準
則
は
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
が
制
定
し
た
法
で
あ
る

と
い
み
じ
く
も
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

第
六
章

ど
ん
な
場
合
に
義
務
の
感
覚
は
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
唯
一
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
ま
た
、
ど
ん
な
場
合
に
義
務
の
感
覚
は
ほ
か

の
動
機
と
一
緒
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

第
Ⅲ
部

わ
た
し
た
ち
が
わ
が
胸
の
感
情
と
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
下
す
判
断
の
根
底
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
。
ま
た
、

義
務
の
感
覚
に
つ
い
て

第
一
章

自
己
是
認
お
よ
び
自
己
否
認
の
原
理
に
つ
い
て

1

先
行
す
る
本
稿
の
二
部
門
で
わ
た
し
が
も
っ
ぱ
ら
考
察
し
た
の
は
、
他
人
の
諸
感
情
と
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
下
す
判
断
が
ど
こ
か
ら

二
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湧
き
起
こ
り
、
そ
の
判
断
の
根
底
に
は
何
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
さ
て
次
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
感
情
と
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
わ
た
し
た

ち
が
下
す
判
断
が
ど
こ
か
ら
湧
き
起
こ
る
の
か
を
特
に
詳
し
く
考
察
し
ま
す
。

2

わ
た
し
た
ち
が
自
然
に
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
し
た
り
否
認
し
た
り
す
る
と
き
に
従
う
原
理
は
、
わ
た
し
た
ち
が
他
人
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て

是
認
な
い
し
否
認
の
判
定
を
く
だ
す
と
き
に
従
う
原
理
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
他
人
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
な
い
し
否
認
す
る
規
準
は
、
他
人
の
状
況
を
親
し
く
わ
が
胸
に
思
い
描
く
と
き
に
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
指
揮

し
た
感
情
・
動
機
に
す
っ
か
り
共
感
で
き
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
共
感
で
き
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た

ち
が
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
な
い
し
否
認
す
る
規
準
も
上
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
自
身
を
他
人
の
境
遇
に
置
い
て
、
い
う
な
れ
ば
、
他

人
の
目
で
・
他
人
の
立
ち
位
置
か
ら
、
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
る
と
き
に
、
自
分
を
支
配
し
た
感
情
・
動
機
に
す
っ
か
り
入
り
込
ん
で
共
感
で
き
る

と
感
じ
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
共
感
で
き
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
も
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
胸
の
感
情
・
動
機
を
検
査
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
判
断
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
、
わ
が
身
を
、
い
う
な

れ
ば
、
自
分
自
身
の
自
然
な
あ
る
が
ま
ま
の
立
ち
位
置
か
ら
引
き
離
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
自
分
か
ら
し
か
る
べ
き
距
離
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
い
て
そ

の
感
情
・
動
機
を
な
が
め
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
を
な
し
う
る
方
法
は
、
自
分
の
感
情
・
動
機
を
他
人

の
目
で
な
が
め
る
、
つ
ま
り
、
他
人
が
そ
の
感
情
・
動
機
を
目
に
す
る
と
き
い
か
に
も
感
じ
そ
う
な
し
か
た
で
な
が
め
る
努
力
を
す
る
こ
と
以
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
感
情
・
動
機
に
つ
い
て
形
成
す
る
す
べ
て
の
判
断
は
、
つ
ね
に
他
人
の
判
断
―
―
他
人
が
実
際
に

下
す
判
断
、
他
人
が
し
か
る
べ
き
条
件
の
も
と
で
下
す
で
あ
ろ
う
判
断
、
他
人
が
是
非
に
も
下
す
に
ち
が
い
な
い
と
わ
た
し
た
ち
に
想
像
さ
れ
る
判
断

―
―
と
ど
こ
か
で
暗
黙
裡
に
照
応
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
検
証
し
よ
う
と
努
め
る
と
き
の
や
り
か
た
は
、
自
分
と
は
違
う
公
正
で
公
平
な
観
察
者
が
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る

ま
い
を
検
証
す
る
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
想
像
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
が
身
を
こ
の
観
察
者
の
境
遇
に
置
き
、
自
分
の
ふ

る
ま
い
を
支
配
し
た
ど
の
情
念
・
動
機
に
も
余
す
と
こ
ろ
な
く
入
り
込
ん
で
ゆ
く
場
合
、
居
る
と
推
定
さ
れ
る
衡
平
を
慮
る
こ
の
裁
判
官
の
是
認
感
情
に

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅲ部（山本）
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共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
し
ま
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
自
分
の
情
念
・
動
機
に
入
り
込
ま
な
い
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の

観
察
者
の
否
認
感
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
き
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
に
有
罪
を
宣
告
し
ま
す
。

3

人
間
と
し
て
造
ら
れ
た
者
が
、
み
ず
か
ら
の
同
類
と
い
っ
さ
い
心
を
通
わ
せ
な
い
で
、
ど
こ
か
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
で
成
人
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

仮
定
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
、
彼
は
、
自
分
の
顔
立
ち
の
美
醜
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
、
自
分
の
人
柄
に
つ
い
て
も
、
自
分
の

感
情
と
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
や
罪
責
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
自
分
の
心
の
美
し
さ
や
醜
さ
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

以
上
の
対
象
は
ど
れ
も
簡
単
に
は
彼
の
視
界
に
入
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
自
然
に
任
せ
て
お
け
ば
彼
が
そ
こ
に
目
を
向
け
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
ん

な
対
象
を
視
野
に
映
し
出
し
て
く
れ
る
鏡
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

彼
を
社
会
の
中
に
つ
れ
て
い
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
に
は
、
以
前
な
か
っ
た
鏡
が
即
座
に
備
わ
り
ま
す
（
1
）。
こ
の
鏡
は
、
彼
と
と
も
に

暮
ら
す
人
々
の
顔
つ
き
や
態
度
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
て
、
そ
の
人
々
が
彼
の
感
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
時
点
、
ま
た
、
彼
の
感
情
を
否
認
す
る
時
点
を

つ
ね
に
合
図
し
ま
す
。
彼
が
わ
が
胸
の
情
念
の
適
切
さ
・
不
適
切
さ
、
ま
た
、
わ
が
内
な
る
心
の
美
し
さ
・
醜
さ
を
最
初
に
目
に
す
る
所
は
こ
の
鏡
な
の

で
す
。

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
社
会
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
人
に
と
っ
て
、
自
分
の
情
念
が
向
か
う
対
象
は
、
自
分
を
喜
ば
せ
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る
外
界
の
有
形

物
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
の
関
心
を
占
め
る
す
べ
て
で
し
ょ
う
。
情
念
そ
れ
自
体
、
つ
ま
り
、
外
界
の
有
形
物
が
搔
き
立
て
た
欲
望
や
嫌
悪
、
喜
び
や

悲
し
み
は
、
こ
れ
ほ
ど
即
座
に
彼
の
心
に
現
れ
る
も
の
も
ほ
か
に
な
い
の
に
、
彼
の
思
考
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
す
ま
い
。
情
念
を
表

す
観
念
は
、
彼
の
関
心
を
大
し
て
引
か
ず
、
け
っ
し
て
注
意
深
い
考
察
を
迫
っ
て
は
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
が
喜
び
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
彼
に

新
し
い
喜
び
を
搔
き
立
て
る
こ
と
は
な
く
、
わ
が
悲
し
み
に
つ
い
て
考
察
し
て
も
、
新
し
い
悲
し
み
を
搔
き
立
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
情
念
を
生
ん
だ
諸
原
因
の
考
察
が
、
新
し
い
情
念
を
搔
き
立
て
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

彼
を
社
会
の
中
に
つ
れ
て
い
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。そ
う
す
れ
ば
、自
分
の
胸
の
情
念
は
ど
れ
も
、た
ち
ま
ち
新
し
い
情
念
を
生
む
原
因
に
な
る
で
し
ょ

う
。
彼
は
、
自
分
の
情
念
の
あ
る
種
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
世
人
が
こ
れ
を
是
認
し
、
ま
た
、
別
の
種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
嫌
気
を
催
す
の
を
察
知

す
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
前
者
の
場
合
に
は
高
揚
し
た
気
分
に
な
り
、
後
者
の
場
合
に
は
打
ち
の
め
さ
れ
た
気
分
に
な
る
で
し
ょ
う
。
い
ま
や
、
彼
の
欲
望

四
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と
嫌
悪
、
彼
の
喜
び
と
悲
し
み
は
、
し
ば
し
ば
、
新
し
い
欲
望
と
新
し
い
嫌
悪
、
新
し
い
喜
び
と
新
し
い
悲
し
み
の
原
因
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ

て
、
い
ま
や
情
念
そ
れ
自
体
が
、
彼
の
関
心
を
強
く
引
き
、
き
わ
め
て
注
意
深
い
考
察
を
度
々
迫
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
（
2
）。

4

身
体
の
美
醜
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
最
初
に
い
だ
く
観
念
は
、
他
人
の
姿
か
た
ち
・
容
貌
か
ら
抽
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の

容
姿
か
ら
抽
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
や
が
て
、
他
人
も
わ
た
し
た
ち
の
身
体
に
同
様
の
批
評
を
加
え
る
こ
と
に
気
づ

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
他
人
が
わ
た
し
た
ち
の
容
姿
を
是
認
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
う
れ
し
く
思
い
、
他
人
が
嫌
気
を
催
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
き
に
は
、
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
容
貌
が
ど
れ
く
ら
い
他
人
の
非
難
あ
る
い
は
是
認
に
値
す
る
の
か
知

り
た
い
と
一
喜
一
憂
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
身
体
を
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
爪
先
ま
で
吟
味
し
、
鏡
の
前
に
わ
が
身
を
置
く
な
ど
の
工
夫
を
な
に
か
講
じ
て
、
離
れ
た
と
こ
ろ

か
ら
・
他
人
の
目
で
わ
が
身
を
な
が
め
よ
う
と
精
一
杯
努
力
し
ま
す
。
こ
う
し
た
吟
味
の
あ
と
、
自
分
の
容
貌
に
満
足
す
る
な
ら
ば
、
他
人
が
た
と
え
ど

（
1
）Cf.H

um
e,
Treatise,

II.ii.5
:

「
人
々
の
心
は
相
互
に
と
っ
て
鏡
で
あ
る
。」

（
2
）
初
版
で
は
、
三
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
こ
の
後
に
続
く
が
、
そ
れ
ら
は
第
二
版
以
降
、
本
章
の
別
の
箇
所
に
配
置
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
ひ
と
つ
は
、
第
六

版
で
全
部
削
ら
れ
た
。
初
版
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

道
徳
的
存
在
は
、
責
任
を
負
う
べ
き
存
在
で
す
。
責
任
を
負
う
べ
き
存
在
と
は
、
そ
の
語
が
表
現
す
る
と
お
り
、
だ
れ
か
ほ
か
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
動
の
説
明
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
当
然
な
が
ら
、
こ
の
他
者
の
意
に
染
む
と
こ
ろ
に
準
拠
し
て
行
動
を
規
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
す
。
人
間
は
、
神
と
同
類

被
造
者
に
対
し
て
責
任
を
負
い
ま
す
。
し
か
し
で
す
。
人
間
が
も
っ
ぱ
ら
神
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
時
間
の
順
番
か
ら
す
る
と
、
ど
う
し
て
も

人
間
は
、
先
に
同
類
被
造
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
自
己
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
あ
と
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
に
つ
い
て
、
ま
た
、
こ
の
神
々
し
い
存
在

者
が
人
間
の
ふ
る
ま
い
を
判
定
す
る
拠
り
所
の
準
則
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
子
ど
も
は
き
っ
と
、
両
親
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の

と
し
て
自
己
を
認
識
し
、
両
親
か
ら
相
応
の
報
い
と
し
て
注
が
れ
る
是
認
感
情
あ
る
い
は
否
認
感
情
を
思
い
浮
か
べ
て
高
揚
し
た
気
分
に
な
っ
た
り
打
ち
の
め
さ
れ
た
気
分
に
な
っ

た
り
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
あ
と
に
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
に
対
し
て
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
、
こ
の
神
々
し
い
存
在
者
が
子
ど
も
の
ふ
る
ま

い
を
判
定
す
る
拠
り
所
の
準
則
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
観
念
を
形
成
し
ま
す
。
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ん
な
に
不
利
な
判
定
を
下
そ
う
と
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
に
比
較
的
ら
く
ら
く
と
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
、
自
分
が
嫌
気
を
催
す
自
然
な
対

象
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
れ
ば
、
否
認
感
情
を
表
す
他
人
の
ど
ん
な
様
子
も
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
わ
た
し
た
ち
の
気
を
滅
入
ら
せ
ま
す
。
相
手
が

美
男
子
で
あ
る
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
彼
の
身
体
に
ど
こ
か
不
細
工
な
箇
所
を
認
め
て
笑
っ
て
も
、
相
手
は
平
気
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
そ
ん
な
冗
談
は
、
本
当
に
不
恰
好
な
人
に
と
っ
て
一
刻
も
耐
え
ら
れ
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
自

分
の
美
醜
に
つ
い
て
一
喜
一
憂
す
る
の
は
、
そ
れ
が
他
人
に
効
果
を
及
ぼ
す
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
わ
た
し
た
ち
が
社
会
と
何
の
か
か
わ
り
も

持
た
な
け
れ
ば
、
自
分
の
美
し
さ
に
も
醜
さ
に
も
ま
っ
た
く
無
関
心
で
し
ょ
う
。

5

こ
れ
と
同
様
に
、
わ
た
し
た
ち
が
初
め
て
お
こ
な
う
道
徳
的
批
評
は
、
他
人
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は

み
な
、
他
人
の
人
柄
な
り
、
ふ
る
ま
い
な
り
が
自
分
の
心
を
ど
の
よ
う
に
揺
り
動
か
す
か
を
察
知
し
よ
う
と
し
て
ま
っ
た
く
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
他
人
も
や
は
り
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
人
柄
・
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
あ
け
す
け
に
評
す
る
と
い
う
事
実
に
、
わ
た
し
た
ち
は
や
が
て
気
づ
き

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
自
分
が
ど
れ
く
ら
い
他
人
か
ら
の
譴
責
あ
る
い
は
喝
采
に
値
す
る
だ
ろ
う
か
」、「
自
分
は
他
人
に
と
っ
て
、
他
人
が
描
写
す

る
と
お
り
の
・
心
地
よ
い
被
造
者
あ
る
い
は
心
地
悪
い
被
造
者
に
ど
う
し
て
も
映
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
か
」、
そ
れ
が
知
り
た
い
と
一
喜
一
憂
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
自
身
の
情
念
と
ふ
る
ま
い
を
吟
味
し
、
こ
れ
ら
が
他
人
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
ら
ず
に
は
い
な
い
か
を
考
察

し
は
じ
め
ま
す
が
、
そ
の
方
法
は
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が
他
人
の
境
遇
に
い
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
そ
の
情
念
・
ふ
る
ま
い
は
ど
の
よ
う
に

映
る
だ
ろ
う
か
と
思
案
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
自
身
を
、
わ
が
身
の
態
度
の
観
察
者
と
し
て
思
い
定
め
、
こ
の
視
点
か
ら
見
る

と
き
そ
の
態
度
が
ど
ん
な
効
果
を
わ
た
し
た
ち
に
生
み
出
す
だ
ろ
う
か
と
想
像
す
る
こ
と
に
努
め
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
が
い
さ
さ
か
な
り
と

も
他
人
の
目
で
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
を
検
査
で
き
る
唯
一
の
鏡
で
す
。

こ
う
し
て
な
が
め
ら
れ
た
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
が
、
自
分
を
喜
ば
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
に
わ
た
し
た
ち
は
満
足
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、

世
間
の
喝
采
に
わ
り
あ
い
と
無
関
心
で
い
ら
れ
ま
す
し
、
世
間
の
譴
責
を
あ
る
程
度
は
見
下
す
こ
と
が
で
き
、
ど
ん
な
に
誤
解
さ
れ
、
間
違
っ
て
評
価
さ

れ
る
に
せ
よ
、
自
分
は
是
認
さ
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
な
の
だ
と
い
う
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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逆
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
ふ
る
ま
い
に
自
信
が
な
け
れ
ば
、
ま
さ
し
く
自
信
が
欠
如
し
て
い
る
せ
い
で
、
世
人
の
是
認
を
得
た
い
と
い
う
欲
求

を
し
き
り
と
募
ら
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
ま
だ
、
世
人
が
言
う
「
悪
名
と
の
握
手
」
を
交
わ
し
て
い
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
世
人
か
ら
の
譴
責
を

あ
れ
こ
れ
思
う
だ
け
で
す
っ
か
り
気
が
動
転
し
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
で
さ
え
自
信
が
な
い
わ
た
し
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
譴
責
の
打
撃
は
二
倍
の

過
酷
さ
を
も
ち
ま
す
（
3
）。

6

わ
た
し
が
自
分
自
身
の
ふ
る
ま
い
を
検
証
し
、
そ
れ
に
是
認
ま
た
は
有
罪
の
判
決
を
下
そ
う
と
努
め
る
と
き
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
ん

な
す
べ
て
の
状
況
で
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
、
い
う
な
れ
ば
、
二
つ
の
身
柄
に
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
検
証
し
判
定
す
る
者
と
し
て
の
わ
た

し
は
、
ふ
る
ま
い
を
検
証
に
付
さ
れ
・
判
定
さ
れ
る
者
と
し
て
の
も
う
一
人
の
わ
た
し
と
は
違
っ
た
役
柄
を
演
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
一
番
目
の
わ
た
し
は
、
観
察
者
で
あ
り
、
こ
の
人
物
が
わ
た
し
自
身
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
い
だ
く
感
情
に
、
わ
た
し
は
入
り
込
ん
で
い
こ
う
と
努

力
し
ま
す
。
そ
の
際
の
方
法
は
、
わ
が
身
を
観
察
者
の
境
遇
に
置
き
、
つ
づ
い
て
、
そ
の
特
定
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
ふ
る
ま
い
が
わ
た
し
に
ど
の
よ
う

に
映
る
だ
ろ
う
か
と
思
案
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

第
二
番
目
の
わ
た
し
は
、
行
為
者
で
あ
り
、
わ
た
し
が
固
有
の
意
味
で
「
私
自
身
」
と
呼
ぶ
人
物
で
す
。
こ
の
人
物
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
な
に
が
し

か
の
意
見
を
形
成
す
る
べ
く
、
観
察
者
の
役
柄
を
帯
び
た
わ
た
し
は
努
力
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

第
一
番
目
の
わ
た
し
は
判
定
を
下
す
者
で
あ
り
、
第
二
番
目
の
わ
た
し
は
判
定
を
受
け
る
人
物
で
す
。
け
れ
ど
も
、
判
定
を
下
す
人
と
判
定
を
受
け
る

人
に
わ
た
し
を
分
割
し
た
と
こ
ろ
で
両
者
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
同
一
人
物
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
は
、
原
因
と
結
果

は
ど
こ
か
ら
見
て
も
同
一
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。

（
3
）
初
版
で
は
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
付
加
さ
れ
る
。

不
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
道
徳
的
鏡
は
け
っ
こ
う
な
良
品
で
あ
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
ふ
つ
う
の
鏡
は
、
は
な
は
だ
し
く
人
目
を
欺
く
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
顔
に
ぎ
ら
ぎ

ら
し
た
光
線
を
反
射
さ
せ
、
多
く
の
醜
い
箇
所
を
当
人
の
身
び
い
き
な
目
か
ら
は
隠
し
ま
す
が
、
当
人
以
外
の
皆
に
そ
の
醜
さ
は
は
っ
き
り
見
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
自
身

の
人
柄
の
汚
点
に
関
し
て
は
、
し
わ
を
伸
ば
す
器
械
と
し
て
各
人
の
想
像
力
の
右
に
出
る
も
の
は
世
の
中
に
あ
り
ま
せ
ん
。

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅲ部（山本）

190（294）

七



7

い
つ
く
し
ま
れ
・
功
労
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
愛
さ
れ
る
に
値
し
・
ね
ぎ
ら
い
に
値
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
美
徳
の
重
要
な
特
徴
で
す
。

一
方
、
毛
嫌
い
さ
れ
る
こ
と
、
処
罰
に
値
す
る
こ
と
は
、
悪
徳
の
重
要
な
特
徴
で
す
。

し
か
し
、
上
の
特
徴
は
ど
れ
も
、
他
人
が
い
だ
く
諸
感
情
と
直
接
照
応
し
て
い
ま
す
。「
美
徳
は
い
つ
く
し
ま
れ
、
功
労
を
認
め
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ

る
の
は
、
美
徳
が
そ
れ
自
身
か
ら
愛
さ
れ
た
り
感
謝
さ
れ
た
り
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
美
徳
が
他
人
の
な
か
に
愛
や
感
謝
の
気
持
ち
を
搔
き
立
て
る
か
ら

で
す
。「
美
徳
は
、
そ
ん
な
好
意
的
な
気
遣
い
を
受
け
る
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
は
、
自
然
に
美
徳
に
伴
う
内
心
の
穏
や
か
さ
と
自
足
感
の
源
泉
で

あ
り
、
他
方
、
こ
の
意
識
と
は
反
対
の
疑
惑
は
、
悪
徳
の
業
火
で
心
を
さ
い
な
み
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
人
か
ら
慕
わ
れ
る
こ
と
以
上
に
、
ま
た
、
慕
わ
れ
る
に
値
す
る
資
質
が
自
分
に
あ
る
と
知
る
こ
と
以
上
に
、
大
き
な
幸
せ
が

あ
る
で
し
ょ
う
か
。
人
か
ら
憎
ま
れ
る
こ
と
以
上
に
、
ま
た
、
憎
ま
れ
る
に
値
す
る
資
質
が
自
分
に
あ
る
と
知
る
こ
と
以
上
に
、
大
き
な
不
幸
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
。

第
二
章

賛
辞
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
、
お
よ
び
、
賛
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
つ
い
て
。
ま
た
、
非
難
に
お
の
の
く
心
情
、
お
よ
び
、
非
難
に

値
す
る
こ
と
に
お
の
の
く
心
情
に
つ
い
て

1

人
間
は
元
来
、
愛
さ
れ
た
く
て
た
ま
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
愛
ら
し
い
身
で
あ
り
た
く
て
、
つ
ま
り
、
愛
情
を
注
が
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対

象
で
あ
り
た
く
て
た
ま
ら
な
い
も
の
で
す
。
人
間
は
元
来
、
憎
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
お
の
の
く
ば
か
り
で
な
く
、
憎
ら
し
い
身
で
あ
る
こ
と
に
、

つ
ま
り
、
憎
し
み
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
で
あ
る
こ
と
に
お
の
の
く
も
の
で
す
。

人
間
は
、
賛
辞
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
賛
辞
に
値
し
た
く
て
、
つ
ま
り
、
た
と
え
だ
れ
ひ
と
り
賛
辞
を
贈
ら
な
い
と
し
て
も
、
賛

辞
を
贈
ら
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
で
あ
り
た
く
て
た
ま
ら
な
い
も
の
で
す
。
人
間
は
、
非
難
に
お
の
の
く
ば
か
り
で
な
く
、
非
難
に
値
す
る
こ
と

に
、
つ
ま
り
、
た
と
え
だ
れ
ひ
と
り
非
難
し
な
い
と
し
て
も
、
非
難
さ
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
で
あ
る
こ
と
に
お
の
の
く
も
の
で
す
（
4
）。

2

賛
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
、
賛
辞
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
ま
る
ご
と
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
二
つ
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の
原
理
・
動
機
は
、
相
互
に
似
て
は
い
ま
す
し
、
ま
た
、
つ
な
が
っ
て
い
て
お
互
い
に
混
ざ
り
合
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

多
く
の
点
で
相
互
に
異
な
り
、
相
手
か
ら
独
立
し
て
い
ま
す
。

3

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
が
是
認
す
る
人
柄
や
ふ
る
ま
い
の
ぬ
し
を
目
の
前
に
す
る
と
、
自
然
に
愛
情
・
賞
賛
の
念
を
い
だ
き
ま
す
が
、
す
る
と
ど
う

し
て
も
思
わ
ず
、
わ
れ
こ
そ
こ
れ
と
似
た
心
地
よ
い
感
情
の
対
象
に
な
り
た
い
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
よ
な
く
愛
し
賞
賛
す
る
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
い
つ

く
し
ま
れ
・
賞
賛
さ
れ
た
い
、
と
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
も
の
で
す
。
競
争
心
、
つ
ま
り
、
わ
れ
こ
そ
抜
き
ん
出
た
い
と
い
う
切
な
る
欲
望
は
、
そ

の
起
源
を
た
ど
れ
ば
、
他
人
の
卓
越
性
に
よ
せ
る
わ
た
し
た
ち
の
賞
賛
に
ゆ
き
つ
き
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、他
人
が
賞
賛
さ
れ
る
理
由
に
よ
っ
て
自
分
も
賞
賛
さ
れ
る
だ
け
で
は
け
っ
し
て
満
足
で
き
ま
せ
ん
。少
な
く
と
も
、わ
た
し
た
ち
は
、

他
人
が
賞
賛
に
値
す
る
理
由
に
よ
っ
て
わ
れ
こ
そ
賞
賛
に
値
す
る
と
思
い
込
む
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
ん
な
満
足
感
を
得
る
に
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
を
み
る
公
平
な
観
察
者
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た

ち
は
、
自
分
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
を
他
人
の
目
で
、
つ
ま
り
、
他
人
が
い
か
に
も
そ
れ
ら
を
な
が
め
そ
う
な
し
か
た
で
眺
め
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
人
柄
と
ふ
る
ま
い
が
、
自
分
が
望
む
と
お
り
の
も
の
に
映
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
幸
せ
で
満
ち
足
り
た
気

持
ち
に
な
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
幸
せ
で
満
ち
足
り
た
気
持
ち
に
力
強
い
お
墨
付
き
を
与
え
ら
れ
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
人
柄
と
ふ

る
ま
い
を
他
人
の
目
で
見
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
想
像
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
、
他
人
が
ま
さ
し
く
こ
の
目
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち

の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
自
身
が
見
て
い
た
の
と
正
確
に
同
じ
視
角
か
ら
見
て
い
る
、
そ
ん
な
事
実
に
わ
た
し

た
ち
が
気
づ
く
と
き
で
す
。

他
人
か
ら
の
是
認
は
き
っ
と
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
の
自
己
是
認
感
情
に
お
墨
付
き
を
与
え
ま
す
。
他
人
か
ら
の
賛
辞
は
き
っ
と
、
わ
れ
こ
そ
賛
辞
に
値

す
る
の
だ
と
い
う
わ
が
胸
の
感
覚
を
強
固
に
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
賛
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
賛
辞
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
ま
っ

（
4
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。
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た
く
引
き
出
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
反
面
、
賛
辞
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
賛
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
、
控
え
め
に
見
て
も
相
当
多
く
引
き

出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

4

ど
ん
な
に
真
心
か
ら
の
賛
辞
で
も
、
そ
れ
が
賛
辞
に
値
す
る
こ
と
を
示
す
な
に
が
し
か
の
証
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
場
合
、
人
を
う
れ
し
い
気
持
ち

に
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
敬
意
と
賞
賛
が
無
知
や
誤
解
か
ら
、
ど
う
い
う
風
の
吹
き
回
し
か
わ
た
し
た
ち
に
届
け
ら
れ
て
も
、
け
っ
し

て
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
が
さ
ほ
ど
好
意
的
に
思
っ
て
も
ら
う
に
値
せ
ず
、
本
当
の
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
相
当
ち
が
う
感
情
の
こ
も
っ
た
目
で
見
ら
れ
る

だ
ろ
う
と
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
心
行
く
ま
で
満
足
感
を
味
わ
う
こ
と
な
ど
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
実
行
し
な
か
っ
た
行
動
、
ま
た
、

わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
ま
っ
た
く
支
配
し
な
か
っ
た
動
機
を
理
由
に
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
喝
采
を
贈
る
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
が
喝
采
す
る
相
手

は
わ
た
し
た
ち
で
は
な
く
、
別
人
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
賛
辞
か
ら
い
か
な
る
満
足
も
引
き
出
せ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
そ
の
賛
辞
は
、

ど
ん
な
譴
責
よ
り
も
気
を
滅
入
ら
せ
る
に
ち
が
い
な
く
、「
自
分
の
あ
る
べ
き
姿
は
こ
う
で
あ
る
の
に
、
実
際
の
自
分
は
そ
れ
に
及
ば
な
い
」
と
い
う
、

こ
の
上
も
な
く
わ
た
し
た
ち
を
し
ょ
げ
こ
ま
せ
る
反
省
を
、
延
々
と
心
の
中
に
呼
び
覚
ま
す
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

厚
化
粧
の
婦
人
が
自
分
の
顔
の
色
艶
に
お
世
辞
を
献
じ
ら
れ
て
も
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
虚
栄
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
予
想
で
は
、
む
し
ろ
そ
ん
な
お
世
辞
は
、
彼
女
の
素
顔
の
色
艶
が
搔
き
立
て
る
感
情
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
思
い
出
さ
せ
、
そ
れ
が
お
世

辞
と
は
隔
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
彼
女
は
い
っ
そ
う
気
が
滅
入
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
根
も
葉
も
な
い
喝
采
を
受
け
て
喜
ぶ
の
は
、
き
わ
め
て
浅
は
か
な
軽
薄
・
気
弱
さ
の
証
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
適
切
に
見
栄
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
の
上
に
築
か
れ
る
の
は
、
こ
の
上
な
く
た
わ
け
た
・
軽
蔑
す
べ
き
悪
徳
、
衒
い
・
で
ま
か
せ
の
悪
徳
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
ど
ん
な
に
ふ

だ
ん
横
行
し
て
い
る
か
経
験
か
ら
教
わ
ら
な
く
て
も
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
常
識
の
ひ
ら
め
き
さ
え
あ
れ
ば
陥
ら
ず
に
す
む
と
想
像
さ
れ
る
愚
行
で
す
。
愚
か

な
ほ
ら
吹
き
は
、
あ
り
も
し
な
か
っ
た
冒
険
譚
で
一
座
に
賞
賛
を
搔
き
立
て
よ
う
と
努
力
し
、
偉
ぶ
っ
た
伊
達
男
は
、
自
分
で
も
主
張
す
る
権
利
が
な
い

の
を
重
々
承
知
で
身
分
と
誉
れ
が
高
い
風
を
装
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
喝
采
を
あ
び
て
い
る
の
は
自
分
だ
と
勝
手
に
思
い
込
ん
で
う
れ
し
が
っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
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し
か
し
、
彼
ら
の
見
栄
が
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
源
は
、
想
像
力
か
ら
生
ず
る
幻
想
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
理
性
的
な
被
造
者
が
た
ぶ
ら
か
さ
れ
る
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
彼
ら
は
、
自
分
が
だ
ま
し
お
お
せ
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
相
手
の
境
遇
に
わ
が
身
を
置
く
と
き
、
自
分
個
人
に
献
じ
ら

れ
る
絶
大
な
賞
賛
に
心
を
打
た
れ
ま
す
。ど
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
る
自
分
の
姿
が
仲
間
の
目
に
映
し
出
さ
れ
る
べ
き
か
、と
い
う
こ
と
は
彼
ら
に
も
わ
か
っ

て
い
ま
す
が
、
彼
ら
が
自
分
を
見
る
視
点
は
、
そ
こ
で
は
な
く
、
現
実
に
仲
間
が
自
分
を
見
て
い
る
と
彼
ら
が
思
い
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
彼

ら
は
、
そ
の
浅
は
か
な
気
弱
さ
と
幼
稚
な
愚
か
し
さ
に
邪
魔
さ
れ
、
わ
が
目
を
心
の
奥
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
各
自
の
良
心
が
彼
ら
に

告
げ
る
に
ち
が
い
な
い
・
目
を
背
け
た
く
な
る
視
角
―
―
ま
ぎ
れ
も
な
い
真
実
が
ひ
と
た
び
知
ら
れ
る
な
ら
ば
彼
ら
の
姿
を
万
人
の
目
に
映
し
出
す
視
角

―
―
か
ら
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

5

実
情
も
知
ら
ず
に
発
せ
ら
れ
る
根
も
葉
も
な
い
賛
辞
は
、
お
よ
そ
厳
密
な
検
査
に
耐
え
る
確
か
な
喜
び
も
満
足
感
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
ら
ば
逆
に
、「
現
実
に
は
わ
た
し
た
ち
に
な
ん
ら
の
賛
辞
も
献
じ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
は
、
賛
辞
に
値
す

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
賛
辞
と
是
認
の
自
然
か
つ
通
常
の
授
与
を
定
め
る
基
準
・
準
則
に
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
適
合
し
て
い
る
」
と
思
い
返
す
と
、
し
ば

し
ば
心
か
ら
安
ら
ぎ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
賛
辞
を
得
た
こ
と
を
喜
ぶ
ば
か
り
で
な
く
、
賛
辞
に
値
す
る
お
こ
な
い
を
実
行
し
た
こ
と
を
喜
び
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
現
実

に
は
自
分
に
一
度
た
り
と
も
是
認
感
情
は
献
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
自
分
は
是
認
感
情
の
自
然
な
対
象
に
な
っ
た
」
と
考
え
て
う
れ
し
く
感
じ
ま
す
。
逆

に
、「
現
実
に
は
自
分
に
否
認
感
情
は
ま
っ
た
く
差
し
向
け
ら
れ
な
く
て
も
、
自
分
が
し
た
こ
と
は
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
か
ら
非
難
を
も
っ
て
報
わ

れ
る
の
が
正
当
で
あ
る
」
と
思
い
返
し
て
気
が
滅
入
り
ま
す
。

概
し
て
心
地
よ
い
と
経
験
が
教
え
る
ふ
る
ま
い
の
基
準
を
、
き
ち
ん
と
守
っ
た
と
い
う
自
覚
が
あ
る
人
は
、
わ
が
身
の
態
度
の
適
切
さ
を
思
い
返
し
て

満
足
感
を
い
だ
き
ま
す
。
彼
は
、
そ
の
態
度
を
な
が
め
る
と
き
、
公
平
な
観
察
者
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
眺
め
る
と
思
わ
れ
る
視
点
に
立
ち
、
そ
の
態
度
を
支

配
し
た
一
切
の
動
機
に
諸
手
を
挙
げ
て
入
り
込
ん
で
ゆ
く
わ
け
で
す
。
彼
は
そ
の
態
度
の
あ
ら
ゆ
る
点
を
振
り
返
っ
て
う
れ
し
さ
を
味
わ
い
、
是
認
感
情

を
い
だ
き
、
た
と
え
世
人
が
彼
の
行
い
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
く
と
も
、
彼
は
、
世
人
が
実
際
に
見
て
い
る
視
角
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
世
人
が
も
っ
と
事

情
を
詳
し
く
知
ら
さ
れ
る
な
ら
ば
彼
を
見
た
と
思
わ
れ
る
視
角
か
ら
自
分
自
身
を
な
が
め
ま
す
。
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彼
は
、
こ
ん
な
場
合
に
自
分
に
献
じ
ら
れ
る
喝
采
と
賞
賛
を
予
感
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
、
彼
が
わ
が
身
に
喝
采
と
賞
賛
を
贈
る
方
法
は
、
現
実
に
は

生
じ
て
い
な
い
感
情
に
共
感
す
る
、と
い
う
も
の
で
す
。共
感
す
べ
き
そ
の
感
情
が
現
実
に
な
い
の
は
、た
だ
公
衆
が
事
情
を
知
ら
な
い
せ
い
で
あ
っ
て
、

彼
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
感
情
が
そ
の
種
の
ふ
る
ま
い
か
ら
生
じ
る
自
然
で
通
常
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
わ
け
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
想
像

力
は
、
そ
の
感
情
と
ふ
る
ま
い
を
し
っ
か
り
と
結
び
つ
け
、
ま
た
、
彼
の
身
に
つ
い
た
習
慣
は
、「
そ
の
感
情
が
そ
の
ふ
る
ま
い
を
原
因
と
し
て
自
然
か

つ
適
切
に
生
起
す
べ
き
結
果
で
あ
る
」
と
認
識
さ
せ
る
か
ら
で
す
。

人
間
は
、
死
後
に
名
声
を
得
よ
う
と
し
て
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
命
を
投
げ
打
っ
て
き
ま
し
た
が
、
も
と
よ
り
、
そ
の
名
声
を
自
分
で
味
わ
う
こ
と
は
死

ん
で
し
ま
え
ば
も
は
や
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
敢
行
す
る
ま
で
し
ば
し
の
間
、
彼
ら
の
想
像
力
は
、
将
来
自
分
に
献
じ
ら
れ
る
べ
き
名
声
を
予
感
し
ま
し

た
。
彼
ら
は
喝
采
が
鳴
り
響
く
の
を
自
分
の
耳
で
聞
く
こ
と
は
け
っ
し
て
な
く
、
賞
賛
が
も
た
ら
す
効
果
を
感
じ
る
こ
と
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

ん
な
賞
賛
へ
の
思
い
は
、
彼
ら
の
胸
を
駆
け
め
ぐ
り
、
自
然
に
湧
く
す
べ
て
の
恐
怖
の
う
ち
で
最
強
の
恐
れ
を
胸
か
ら
追
い
出
し
、
彼
ら
は
感
極
ま
っ
て

ほ
と
ん
ど
人
間
の
自
然
本
性
の
埒
外
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
行
動
を
遂
行
し
ま
し
た
。

し
か
し
、﹇
死
ん
で
し
ま
っ
て
﹈
も
は
や
味
わ
え
な
く
な
っ
た
あ
と
に
や
っ
と
献
じ
ら
れ
る
是
認
感
情
と
、
な
る
ほ
ど
献
じ
ら
れ
る
見
込
み
は
毛
頭
な

い
が
、
ひ
と
た
び
世
間
が
わ
た
し
た
ち
の
態
度
に
ま
つ
わ
る
本
当
の
事
情
を
適
切
に
理
解
し
た
あ
か
つ
き
に
献
じ
ら
れ
る
是
認
感
情
と
は
、
た
し
か
に
現

実
と
し
て
見
る
と
大
し
て
違
い
ま
せ
ん
。
も
し
前
者
の
是
認
感
情
が
そ
ん
な
激
し
い
効
果
を
た
び
た
び
生
み
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
是
認
感
情
が
い

つ
で
も
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
り
ま
せ
ん
。

6

自
然
は
、
人
間
が
他
者
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
案
じ
て
人
間
を
造
形
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
人
間
に
、
同
胞
市
民
を
喜
ば
せ
た
い
と
い
う
根
源

的
な
欲
望
を
授
け
、
ま
た
、
同
胞
市
民
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
い
う
根
源
的
な
欲
望
を
授
け
ま
し
た
。
自
然
は
、
人
間
に
、
同
胞
市
民
か
ら
好

意
的
な
目
で
見
ら
れ
る
と
う
れ
し
く
感
じ
な
さ
い
と
教
示
し
、ま
た
、同
胞
市
民
か
ら
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
る
と
痛
み
を
感
じ
な
さ
い
と
教
示
し
ま
し
た
。

自
然
は
、
同
胞
市
民
か
ら
の
是
認
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
人
間
に
こ
の
上
な
く
く
す
ぐ
っ
た
く
・
心
地
よ
い
も
の
に
し
ま
し
た
し
、
ま
た
、
同
胞
市
民

か
ら
の
否
認
を
、
こ
の
上
な
く
気
を
滅
入
ら
せ
・
神
経
を
逆
な
で
す
る
も
の
に
し
ま
し
た
（
5
）。
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7

し
か
し
、
同
胞
市
民
か
ら
の
是
認
を
こ
の
よ
う
に
求
め
、
同
胞
市
民
か
ら
の
否
認
を
こ
の
よ
う
に
嫌
悪
す
る
力
だ
け
し
か
授
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
人
間
は
他
者
と
一
緒
に
生
き
る
こ
と
を
案
じ
ら
れ
て
造
形
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
共
生
と
い
う
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
に
は
な
っ

て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
自
然
が
人
間
に
授
け
た
力
は
、
是
認
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
た
い
と
い
う
欲
望
だ
け
で
な
く
、
是
認
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
り
た
い
、
ほ
か
な

ら
ぬ
自
分
が
他
人
の
な
か
に
見
出
し
是
認
す
る
対
象
で
あ
り
た
い
と
い
う
欲
望
で
し
た
。
第
一
の
欲
望
だ
け
な
ら
ば
、
人
間
は
、
他
者
と
の
共
生
と
い
う

目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
様
子
を
見
せ
た
い
と
望
む
能
力
し
か
持
た
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
第
二
の
欲
望
が
、
人
間
を
本
当
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く

あ
り
た
い
と
願
わ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
第
一
の
欲
望
だ
け
な
ら
ば
、
人
間
は
美
徳
を
ひ
け
ら
か
し
、
悪
徳
を
ひ
た
隠
す
以
上
の
こ
と
は

し
た
い
と
思
わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
第
二
の
欲
望
は
、
美
徳
を
心
底
愛
す
る
気
持
ち
、
悪
徳
を
心
底
忌
々
し
い
と
思
う
気
持
ち
を
人
間
の
心
に
湧
き
立

た
せ
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

良
好
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
心
に
あ
っ
て
、
第
二
の
欲
望
は
、
き
っ
と
第
一
の
そ
れ
よ
り
も
ひ
と
き
わ
強
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
自
分
は
賛
辞
に
ま
っ

た
く
値
し
な
い
と
自
分
で
も
知
り
な
が
ら
、
そ
の
賛
辞
に
大
い
に
甘
美
な
思
い
を
い
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
世
に
も
気
弱
で
浅
薄
皮
相
な
人
だ
け
で

す
。
気
弱
な
人
は
そ
ん
な
賛
辞
を
う
れ
し
い
と
思
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
知
恵
あ
る
人
は
そ
れ
を
ど
ん
な
場
面
で
も
拒
絶
し
ま
す
。
し
か

し
で
す
。
知
恵
あ
る
人
は
、
賛
辞
に
値
す
る
点
が
自
分
に
皆
無
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
れ
ば
、
賛
辞
を
も
ら
っ
て
う
れ
し
い
と
感
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
が
、
賛
辞
に
値
す
る
こ
と
が
自
分
で
も
わ
か
っ
て
い
る
行
為
を
実
践
す
る
と
き
に
は
、
た
と
え
そ
の
行
為
に
賛
辞
が
献
じ
ら
れ
る
見
込
み
が

ま
っ
た
く
な
い
こ
と
も
同
じ
く
ら
い
よ
く
わ
か
っ
て
い
て
も
、
し
ば
し
ば
無
上
の
喜
び
を
感
じ
ま
す
。
是
認
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
合
に
、
世
人
か
ら
是

認
を
得
る
こ
と
は
、
知
恵
あ
る
人
に
と
っ
て
つ
ゆ
ほ
ど
の
意
義
も
な
い
目
標
で
す
。
是
認
に
本
当
に
ふ
さ
わ
し
い
場
合
に
そ
れ
を
得
る
こ
と
が
、
知
恵
あ

る
人
に
と
っ
て
大
し
て
重
要
で
な
い
目
標
で
あ
る
こ
と
も
時
と
し
て
あ
り
え
ま
す
。
し
か
し
、
是
認
に
値
す
る
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
最
高
の
意

義
が
あ
る
目
標
で
す
。

（
5
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
及
び
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
初
の
三
つ
の
文
章
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅲ部（山本）

184（288）

一
三



8

お
よ
そ
賛
辞
を
も
ら
う
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
合
に
、
賛
辞
を
欲
し
が
っ
た
り
、
欲
し
が
ら
な
い
ま
で
も
拒
絶
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、

見
下
げ
果
て
た
見
栄
か
ら
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
こ
な
い
所
業
で
す
。

賛
辞
を
も
ら
う
こ
と
が
真
に
ふ
さ
わ
し
い
場
合
に
賛
辞
を
欲
し
が
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
「
正
義
の
き
わ
め
て
本
質
的
な
一
作
用
が
わ
た
し
た
ち
に
働

き
ま
す
よ
う
に
」
と
願
う
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
当
な
名
声
や
真
実
の
栄
光
を
愛
す
る
気
持
ち
は
、
た
と
え
そ
れ
だ
け
し
か
眼
中
に
な
く
て
も
、
そ
こ

か
ら
引
き
出
せ
る
い
か
な
る
利
得
と
も
関
係
が
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
気
持
ち
を
い
だ
い
た
と
こ
ろ
で
、
知
恵
あ
る
人
の
場
合
で
も
不
相
応
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
知
恵
あ
る
人
は
、
正
当
な
名
声
、
真
実
の
栄
光
を
顧
み
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
軽
蔑
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
全
部
に

完
全
な
適
切
さ
が
あ
る
と
心
底
確
信
し
き
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
ん
な
気
持
ち
に
一
番
な
り
が
ち
で
す
。
こ
の
場
合
、
彼
が
自
分
を
是
認
す
る
感
情
は
、

他
者
か
ら
の
是
認
に
よ
っ
て
お
墨
付
き
を
も
ら
う
必
要
が
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
是
認
す
る
感
情
だ
け
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
彼
は
そ

れ
に
満
足
し
ま
す
。

こ
の
自
己
是
認
感
情
は
、
知
恵
あ
る
人
が
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
そ
う
す
べ
き
唯
一
の
対
象
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く

と
も
主
要
な
対
象
で
す
。
自
己
是
認
感
情
を
愛
し
求
め
る
こ
と
こ
そ
、
美
徳
を
愛
し
求
め
る
こ
と
で
す
。

9

わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
種
の
人
柄
を
前
に
す
る
と
自
然
に
愛
情
と
賞
賛
の
念
を
い
だ
き
ま
す
が
、
そ
ん
な
と
き
、
こ
の
心
地
よ
い
感
情
の
適
切
な
対

象
に
、
わ
れ
こ
そ
な
り
た
い
と
、
つ
い
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
別
の
種
類
の
人
柄
を
前
に
す
る
と
自
然
に
憎
し
み
と
軽
蔑
の
念
を
い
だ
き
ま
す
が
、
そ
ん
な
と
き
、
こ
の
人
柄
に
す
こ

し
で
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
だ
け
で
思
わ
ず
ぞ
っ
と
し
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
戦
慄
は
、
愛
さ
れ
褒
め
ら
れ
た
い
と
い
う
願
望
よ
り
も
、
一
段
と

強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
で
も
、
わ
た
し
た
ち
が
怖
気
づ
く
の
は
、
憎
ま
れ
・
見
下
さ
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
憎
ら
し
い
・
見
下
げ
果
て
た
身
で

あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
同
類
被
造
者
か
ら
憎
ま
れ
・
軽
蔑
さ
れ
る
の
が
正
当
で
適
切
な
対
象
に
な
る
こ
と
を
行
う
、
と
考
え
て
ぞ
っ

と
し
、
た
と
え
、
自
分
に
憎
し
み
や
軽
蔑
が
現
実
に
ふ
る
わ
れ
る
見
込
み
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
完
全
な
保
障
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
戦

一
四
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慄
は
消
え
ま
せ
ん
。

世
の
中
に
は
こ
れ
さ
え
守
っ
て
い
れ
ば
、
自
分
を
世
人
に
心
地
よ
く
見
せ
ら
れ
る
ふ
る
ま
い
の
規
準
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
規
準
を
何
も
か
も
踏
み

に
じ
っ
た
人
に
と
っ
て
、
自
分
の
実
行
し
た
こ
と
が
お
よ
そ
人
目
に
触
れ
る
こ
と
は
金
輪
際
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
完
全
な
保
証
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ

は
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。

彼
は
自
分
の
行
為
を
振
り
返
っ
て
公
平
な
観
察
者
の
視
点
か
ら
な
が
め
る
と
き
、
こ
の
行
動
を
支
配
し
た
動
機
の
ど
れ
に
も
入
り
込
ん
で
ゆ
け
な
い
こ

と
に
気
づ
き
ま
す
。
彼
は
自
分
の
行
動
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
恥
じ
入
り
、
う
ろ
た
え
、
ひ
と
た
び
自
分
の
行
動
が
広
く
知
れ
渡
っ
て
し
ま
え
ば
相
当
ひ
ど

い
恥
辱
に
さ
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
、ど
う
し
て
も
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。彼
が
軽
蔑
や
あ
ざ
け
り
を
ま
ぬ
か
れ
て
い
る
の
は
、と
も
に
暮
ら
す
人
々

が
事
情
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
彼
の
想
像
力
は
そ
ん
な
軽
蔑
や
あ
ざ
け
り
を
予
感
し
ま
す
。
彼
は
、
自
分
が
そ

ん
な
感
情
を
差
し
向
け
ら
れ
る
の
が
自
然
な
対
象
で
あ
る
と
相
変
わ
ら
ず
感
じ
、
そ
の
感
情
が
自
分
に
対
し
て
ひ
と
た
び
現
実
に
ふ
る
わ
れ
る
と
き
被
る

苦
痛
を
思
い
、
相
変
わ
ら
ず
戦
々
恐
々
と
し
ま
す
。

し
か
し
、
彼
が
有
罪
と
さ
れ
た
理
由
が
、
単
純
な
否
認
感
情
を
差
し
向
け
ら
れ
る
不
適
切
な
行
動
の
ひ
と
つ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
嫌
悪
と
憤
り
を
搔
き
立

て
る
凶
悪
犯
罪
の
下
手
人
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
彼
に
一
片
の
分
別
で
も
残
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
き
っ
と
、
戦
慄
と

悔
恨
の
感
情
に
ま
み
れ
、
も
だ
え
苦
し
む
で
し
ょ
う
。
彼
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
だ
れ
も
知
る
見
込
み
は
な
い
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
に

仕
返
し
す
る
神
は
い
な
い
に
き
ま
っ
て
い
る
と
高
を
く
く
る
こ
と
さ
え
で
き
る
と
し
て
も
、
戦
慄
と
悔
恨
が
生
涯
を
苦
々
し
い
も
の
に
す
る
だ
ろ
う
と
い

う
感
じ
は
相
変
わ
ら
ず
彼
の
胸
に
し
げ
く
去
来
し
、
ま
た
、
自
分
は
す
べ
て
の
同
類
被
造
者
か
ら
憎
し
み
と
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
自
然
な
対
象
で

あ
る
と
相
変
わ
ら
ず
考
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
彼
の
心
が
犯
罪
の
常
習
の
せ
い
で
厚
顔
無
恥
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
ひ
と
た
び
お
ぞ
ま
し
い
真
実

が
知
れ
渡
っ
て
し
ま
う
と
き
世
人
が
彼
の
こ
と
を
ど
う
扱
う
だ
ろ
う
か
、
世
人
の
顔
つ
き
や
目
つ
き
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
だ
け
で
も
、
き
っ
と
怖

気
づ
き
慄
然
と
す
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

恐
れ
お
の
の
く
良
心
に
こ
み
上
げ
る
こ
う
し
た
自
然
な
う
ず
き
は
、
あ
の
ダ
イ
モ
ン
、
仕
置
き
す
る
あ
の
復
讐
の
女
神
で
あ
り
、
こ
の
世
に
生
き
て
い

る
間
、
罪
び
と
に
つ
き
ま
と
い
、
安
静
も
休
息
も
彼
ら
に
許
さ
ず
、
た
び
た
び
彼
ら
を
絶
望
に
追
い
や
り
・
動
転
さ
せ
ま
す
。
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
を

ど
ん
な
に
請
け
合
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
絶
望
と
動
転
か
ら
彼
ら
を
守
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
神
な
ん
か
い
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
不
敬
な
原
理
を
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ど
ん
な
に
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
を
こ
の
絶
望
と
動
転
か
ら
す
っ
か
り
解
放
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
を
そ
こ
か
ら
解
放
す
る
の
は
、
一
番
た

ち
が
悪
く
・
な
さ
け
な
い
体
た
ら
く
、
す
な
わ
ち
、
名
誉
と
悪
名
の
別
、
悪
徳
と
美
徳
の
け
じ
め
に
対
す
る
ま
っ
た
く
の
無
神
経
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

た
ま
ら
な
く
い
け
好
か
な
い
人
柄
の
持
ち
主
が
、
き
わ
め
て
お
ぞ
ま
し
い
犯
罪
を
実
行
す
る
と
き
、
冷
静
沈
着
に
手
段
を
講
じ
、
有
罪
の
嫌
疑
さ
え
も

逃
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
彼
ら
で
す
ら
、
自
ら
の
境
遇
の
恐
ろ
し
さ
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
だ
れ
に
促
さ
れ
る
で
も
な
く
お
の
ず
と
、
こ
れ
ま

で
ど
ん
な
人
間
の
英
知
も
探
り
当
て
よ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
境
地
に
た
ど
り
つ
い
た
例
が
あ
り
ま
す
。

彼
ら
は
、
自
分
の
有
罪
を
承
認
し
、
自
分
が
傷
つ
け
た
同
格
市
民
の
憤
り
を
甘
受
し
、
つ
い
に
は
、
自
分
が
復
讐
心
の
適
切
な
対
象
に
な
っ
た
こ
と
を

悟
っ
て
復
讐
心
を
存
分
に
満
足
さ
せ
て
や
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
が
た
ど
り
つ
い
た
希
望
と
は
、「
死
ん
で
、
世
人
が
自
然
に
い
だ
く
感
情
を
、

少
な
く
と
も
わ
が
胸
の
想
像
の
中
で
は
、
納
得
し
て
受
け
入
れ
た
い
し
、
死
ね
ば
わ
が
身
の
こ
と
を
憎
し
み
・
憤
り
に
値
す
る
と
は
さ
ほ
ど
思
わ
な
く
て

す
む
だ
ろ
う
し
、
自
分
の
犯
罪
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
あ
が
な
い
た
い
。
戦
慄
の
対
象
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
ん
な
ふ
う
に
哀
れ
み
の
対
象
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
平
安
の
う
ち
に
、
同
類
被
造
者
す
べ
て
か
ら
許
さ
れ
て
死
に
た
い
。」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
ん
な
希
望
を
見
出

す
前
の
彼
ら
の
心
境
と
比
べ
れ
ば
、
そ
ん
な
考
え
を
持
っ
た
こ
と
さ
え
幸
福
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
（
6
）﹇cf.I.iii.1

.7

﹈。

10

こ
ん
な
場
合
、
非
凡
な
神
経
の
細
や
か
さ
・
感
受
能
力
を
も
つ
人
柄
と
は
と
て
も
思
え
な
い
人
で
さ
え
、
非
難
に
値
す
る
こ
と
に
ぞ
っ
と
し
、
そ
の

戦
慄
は
、
非
難
を
実
際
に
受
け
る
こ
と
へ
の
戦
慄
を
完
全
に
制
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、
こ
の
戦
慄
を
鎮
め
る
た
め
に
、
ま
た
、
自
分
自
身

の
良
心
に
や
ど
る
悔
恨
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
な
だ
め
る
た
め
に
、
叱
責
と
処
罰
を
進
ん
で
甘
受
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
犯
罪
に
加
え
ら
れ

る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
自
分
で
も
知
り
、
し
か
し
同
時
に
、
避
け
よ
う
と
思
え
ば
難
な
く
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
し
た
。

11

功
労
が
ま
っ
た
く
な
い
の
に
贈
ら
れ
る
賛
辞
で
あ
る
と
自
分
で
も
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
大
い
に
甘
美
な
気
持
ち
で
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
こ

そ
、
世
に
も
軽
薄
で
浅
は
か
な
人
で
す
。

し
か
し
、
罪
責
が
ま
っ
た
く
な
い
の
に
叱
責
さ
れ
る
と
、
普
通
以
上
に
平
静
を
保
て
る
人
で
さ
え
、
ず
い
ぶ
ん
深
く
傷
つ
き
気
が
滅
入
る
こ
と
が
多
い

も
の
で
す
。
た
し
か
に
、
普
通
程
度
に
平
静
を
保
て
さ
え
す
れ
ば
、
愚
に
も
つ
か
な
い
噂
話
を
軽
蔑
す
る
こ
と
を
心
得
る
の
は
簡
単
で
す
。
そ
の
種
の
噂
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話
は
ま
こ
と
し
き
り
に
世
人
の
口
を
経
巡
り
ま
す
が
、
そ
れ
自
体
の
矛
盾
や
虚
偽
の
た
め
に
、
二
、
三
週
間
、
あ
る
い
は
二
、
三
日
も
す
れ
ば
き
っ
と
消

滅
し
ま
す
。
し
か
し
、
無
実
な
の
に
犯
罪
者
で
あ
る
と
決
め
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
間
違
い
な
の
に
手
厳
し
く
そ
う
断
定
さ
れ
る
と
、
普
通
以
上
に
平
静
を

保
て
る
人
で
あ
っ
て
も
、
傷
つ
く
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
深
刻
な
打
撃
で
気
が
滅
入
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
不
運
に
も
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
匂
わ

せ
る
な
に
が
し
か
の
事
情
に
よ
り
そ
ん
な
断
定
が
期
せ
ず
し
て
支
持
さ
れ
る
時
は
な
お
さ
ら
で
す
。

彼
は
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
、「
と
も
か
く
わ
た
し
の
人
柄
を
ま
こ
と
低
劣
な
も
の
に
考
え
、
わ
た
し
が
そ
の
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
と
な
り
う
る
素
質
を
も

つ
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
」
と
い
う
事
実
を
認
識
し
ま
す
。
わ
が
身
の
潔
白
を
完
全
に
自
覚
し
て
い
る
と
は
い
え
、
犯
罪
者
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
と
い

う
ま
さ
に
こ
の
事
実
は
、
彼
の
人
柄
に
不
面
目
・
不
名
誉
の
影
を
、
彼
自
身
の
想
像
の
中
で
さ
え
も
、
投
じ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ま
こ
と
に
ひ
ど
く
目
も
当
て
ら
れ
な
い
権
利
侵
害
に
彼
が
ぶ
つ
け
る
怒
り
は
正
当
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
侵
害
に
仕
返
し
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る

こ
と
は
よ
く
あ
り
、
と
き
に
は
不
可
能
な
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
怒
り
は
、
そ
れ
自
体
が
と
て
も
苦
痛
に
満
ち
た
感
覚
作
用
で
す
。
晴
ら
さ
れ

る
こ
と
の
で
き
な
い
猛
々
し
い
憤
り
ほ
ど
深
く
人
間
の
胸
を
苦
し
め
る
業
火
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
実
な
の
に
、
悪
名
高
い
・
毛
嫌
い
さ
れ
る
犯
罪
の
濡
れ

衣
を
着
せ
ら
れ
、
処
刑
台
に
引
っ
立
て
ら
れ
る
人
は
、
潔
白
な
人
で
も
被
る
可
能
性
が
あ
る
最
も
残
酷
な
非
運
に
苦
し
み
ま
す
。

こ
の
場
合
、
彼
の
心
の
苦
悶
は
、
同
様
の
犯
罪
に
つ
い
て
実
際
に
有
罪
だ
っ
た
人
を
さ
い
な
む
苦
悶
よ
り
深
大
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
か
っ

ぱ
ら
い
や
追
い
は
ぎ
の
よ
う
な
遊
蕩
三
昧
の
犯
罪
者
は
、
大
抵
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
が
卑
劣
だ
と
い
う
感
覚
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
悔
恨

の
情
を
も
ち
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
そ
の
処
罰
が
正
義
で
あ
る
か
不
正
義
で
あ
る
か
に
つ
い
て
思
い
煩
わ
ず
、
絞
首
台
を
見
て
も
い
か
に
も
大
い
に
自
分
に

降
り
か
か
り
そ
う
な
運
命
だ
と
み
な
す
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
運
命
が
彼
ら
に
降
り
か
か
る
と
き
、
自
分
は
仲
間
内
の
だ
れ
か

よ
り
も
少
し
運
が
悪
か
っ
た
だ
け
と
思
っ
て
自
ら
の
運
命
を
甘
受
し
、
そ
の
と
き
い
だ
く
唯
一
の
不
安
は
死
の
恐
怖
か
ら
湧
き
ま
す
が
、
こ
れ
と
て
、
そ

ん
な
取
り
柄
の
な
い
な
ら
ず
者
で
も
、
ま
こ
と
楽
々
と
・
完
膚
な
き
ま
で
に
や
っ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
よ
く
見
て
知
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
無
実
の
人
は
、
死
の
恐
怖
が
引
き
起
こ
す
不
安
と
は
別
に
、
自
ら
に
下
さ
れ
た
誤
判
へ
の
怒
り
に
さ
い
な
ま
れ
ま
す
。
彼
は
、

死
刑
が
わ
が
亡
き
後
の
記
憶
に
悪
名
の
影
を
投
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
あ
れ
こ
れ
思
い
、
お
の
の
き
の
あ
ま
り
呆
然
と
し
、
や
り
場
の
な
い
も
が
き
苦
し

（
6
）
本
章
の
以
下
の
部
分
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
が
、
そ
の
元
に
な
る
文
は
す
で
に
以
前
の
諸
版
に
あ
る
。
以
下
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
第
三
一－

二
の
脚
注
を
見
よ
。
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み
を
味
わ
い
な
が
ら
、「
死
後
に
自
分
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
と
き
、
も
っ
と
も
親
し
い
友
人
や
縁
者
で
さ
え
、
哀
悼
や
親
愛
の
情
で
は
な
く
、
恥
辱

を
感
じ
、
ま
た
、
彼
の
所
業
と
推
定
さ
れ
る
不
名
誉
な
ふ
る
ま
い
に
対
し
て
戦
慄
す
ら
感
じ
る
だ
ろ
う
」
と
予
想
し
ま
す
。
死
の
妖
気
が
現
れ
て
彼
を
取

り
囲
み
、
そ
の
と
ば
り
の
暗
闇
は
、
死
の
妖
気
に
自
然
に
宿
る
よ
り
も
黒
々
と
し
て
憂
鬱
で
す
。

こ
ん
な
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
手
違
い
は
、
人
類
の
平
穏
無
事
を
案
じ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
国
で
も
そ
う
め
っ
た
に
起
き
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
の

が
当
然
の
願
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
と
き
ど
き
す
べ
て
の
国
で
、
い
や
、
司
法
が
概
し
て
相
当
う
ま
く
運
営
さ
れ
て
い
る
国
々
で
も
起
こ
り

ま
す
。
不
運
な
カ
ラ
ス
は
そ
の
例
で
す
。
彼
は
普
通
の
人
よ
り
ず
っ
と
平
静
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が（
彼
は
息
子
を
殺
害
し
た
と
推
定
さ
れ
て
ト
ゥ

ー
ル
ー
ズ
で
車
輪
の
上
で
骨
を
砕
か
れ
、
焼
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
罪
に
つ
い
て
彼
は
ま
っ
た
く
無
実
で
し
た
）、
息
を
引
き
取
る
間
際
に
彼
が
懇
願
し

た
の
は
、
残
酷
な
処
罰
を
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
濡
れ
衣
に
よ
っ
て
わ
が
亡
き
後
の
記
憶
に
不
名
誉
を
負
わ
せ
な
い
で

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
の
骨
が
砕
か
れ
た
あ
と
、
い
よ
い
よ
火
の
中
に
投
じ
ら
れ
る
と
き
、
執
行
に
立
ち
会
っ
た
修
道
士
は
、
有
罪

判
決
の
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
を
告
白
懺
悔
す
る
よ
う
カ
ラ
ス
に
説
い
て
き
か
せ
ま
し
た
。
カ
ラ
ス
は
言
い
ま
し
た
。「
神
父
さ
ま
、
あ
な
た
は
ご
自
分
で

も
、
わ
た
し
が
有
罪
に
決
ま
っ
て
い
る
と
高
を
く
く
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
す
か
（
7
）。」

12

こ
ん
な
不
運
な
事
情
に
身
を
お
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
現
世
に
つ
い
て
し
か
所
見
を
述
べ
な
い
控
え
め
な
哲
学
は
、
お
そ
ら
く
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

慰
め
し
か
与
え
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
生
き
る
こ
と
あ
る
い
は
死
ぬ
こ
と
を
甲
斐
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
何
も
か
も
が
、
そ
ん
な
人
た
ち
か

ら
は
奪
い
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
有
罪
判
決
を
受
け
、
処
刑
さ
れ
、
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
悪
名
を
背
負
わ
さ
れ
ま
す
。
お
よ
そ
効
験
あ
ら
た
か
な

慰
撫
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
宗
教
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
す
べ
て
お
見
通
し
の
裁
判
官
が
世
界
に
い
て
、
あ
な
た
方
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
し
て
い
る

以
上
、
人
間
が
そ
の
ふ
る
ま
い
を
ど
う
考
え
る
に
し
て
も
そ
ん
な
こ
と
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
彼
ら
に
告
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
宗
教
だ
け
で

す
。
彼
ら
の
眼
前
に
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
に
つ
い
て
見
解
を
示
せ
る
の
は
宗
教
だ
け
で
す
。
そ
の
世
界
は
、
現
世
よ
り
も
実
直
で
・
情
け
深
く
・
正
義
が

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
や
が
て
彼
ら
は
無
実
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、
彼
ら
の
美
徳
は
最
後
に
は
ね
ぎ
ら
わ
れ
る
定
め
で
す
。
要
す
る
に
、
勝

ち
誇
る
悪
徳
者
の
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
偉
大
な
原
理
し
か
な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
、
唯
一
効
験
あ
ら
た
か
な
慰
撫
を
、
汚
名

を
着
せ
ら
れ
・
あ
な
ど
り
を
受
け
た
潔
白
な
心
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。
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13

軽
微
な
侵
害
の
場
合
で
も
、
重
大
な
犯
罪
の
場
合
で
も
、
繊
細
な
神
経
の
持
ち
主
は
、
不
当
な
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
と
深
く
傷
つ
き
、
大
抵
、
そ

の
傷
は
、
真
犯
人
が
実
際
に
有
罪
を
宣
告
さ
れ
て
こ
う
む
る
よ
り
も
は
る
か
に
深
い
も
の
で
す
。
豪
放
な
女
性
な
ら
、
自
分
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
口
々

に
伝
え
ら
れ
る
憶
測
に
十
分
な
根
拠
が
あ
る
と
き
で
も
、
そ
れ
を
笑
い
飛
ば
し
ま
す
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
根
も
葉
も
な
い
同
種
の
憶
測
は
、
潔
白
な
乙

女
に
は
致
命
的
な
一
撃
で
す
。「
み
っ
と
も
な
い
行
動
を
故
意
に
す
る
人
は
、
そ
れ
が
不
名
誉
な
こ
と
だ
と
い
う
感
覚
を
大
し
て
持
て
ず
、
ま
た
、
そ
ん

な
行
動
を
常
習
的
に
お
こ
な
う
人
は
、
お
よ
そ
不
名
誉
な
こ
と
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
神
経
で
あ
る
。」
こ
の
こ
と
は
一
般
的
準
則
と
し
て
書
き
留
め
て

よ
い
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

14

平
均
的
な
知
性
さ
え
あ
れ
ば
だ
れ
し
も
、
功
労
が
な
い
の
に
贈
ら
れ
る
賛
辞
を
ま
こ
と
言
下
に
見
下
す
の
に
、
ど
ん
な
に
聡
明
・
優
秀
な
判
断
力
の

持
ち
主
で
さ
え
、
罪
責
も
な
い
の
に
叱
責
を
加
え
ら
れ
る
と
、
し
ば
し
ば
無
性
に
深
く
傷
つ
け
ら
れ
て
気
が
滅
入
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う

わ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
は
一
考
に
値
し
ま
す
。

15

す
で
に
考
察
し
た
こ
と
で
す
が
（
8
）、
苦
痛
と
快
楽
は
、
逆
方
向
に
作
用
す
る
表
裏
の
感
覚
で
あ
り
、
苦
痛
の
ほ
う
が
快
楽
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
ど
ん
な

状
況
で
も
、
鋭
利
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
幸
福
に
世
間
並
み
の
水
準
が
あ
り
、
そ
れ
は
幸
福
の
自
然
な
水
準
と
名
付
け
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
わ
た
し
た
ち
が
苦
痛
に
よ
っ
て
こ
の
水
準
か
ら
下
方
に
落
ち
込
む
深
さ
は
、
快
楽
に
よ
っ
て
そ
の
水
準
か
ら
上
方
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
高
さ
よ
り
も

（
7
）Jean

Calas

（1698
－1762

）
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
商
事
企
業
を
営
ん
で
い
た
。
彼
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
息
子
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
の
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
て

息
子
を
殺
害
し
た
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
。
一
七
六
二
年
三
月
、
彼
は
車
輪
の
上
で
骨
を
砕
か
れ
自
白
を
迫
ら
れ
、
火
あ
ぶ
り
で
落
命
し
た
。
息
子
は
首
つ
り
自
殺
を
し
て
い
た
の
だ

が
、
家
族
は
、
自
殺
の
せ
い
で
社
会
か
ら
白
眼
視
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
ま
た
、
法
律
上
の
面
倒
を
避
け
る
た
め
に
死
因
を
隠
そ
う
と
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が

教
会
を
批
判
し
宗
教
的
寛
容
を
推
進
す
る
運
動
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
た
お
か
げ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
物
議
を
か
も
す
に
い
た
り
、
一
七
六
五
年
、
有
罪
評
決
は
無
効
と
さ
れ
、

カ
ラ
ス
の
汚
名
は
雪
が
れ
た
（cf.

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
のTraité

sur
la
tolerance,1763

）。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
議
論
の
中
核
に
あ
っ
た
の
は
、
裁
判
所
は
公
衆
の
目
が
届
か
な
い
た
め

に
無
責
任
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
観
察
者
必
要
論
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
知
り
合
い
で
、
一
七
六
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
暮
ら
し
た
ス
ミ
ス
の

関
心
を
引
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

（
8
）I.iii.1

.3
.
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ず
っ
と
大
で
あ
る
と
い
っ
て
ほ
ぼ
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
ま
や
か
な
神
経
の
持
ち
主
に
は
、
正
当
な
喝
采
に
よ
っ
て
味
わ
う
高
揚
が
ど
ん
な
に
強
く
て
も
、
そ
れ
以
上
に
、
正
当
な
譴
責
に
よ
っ
て
味
わ
う
屈

辱
の
ほ
う
が
や
や
も
す
る
と
強
く
感
じ
ら
れ
が
ち
で
す
。
功
労
が
な
い
の
に
与
え
ら
れ
る
賛
辞
で
あ
れ
ば
、
知
恵
あ
る
人
な
ら
、
こ
れ
を
ど
ん
な
場
合
で

も
軽
蔑
し
て
拒
絶
す
る
の
に
、
他
方
、
相
応
の
理
由
も
な
く
加
え
ら
れ
る
譴
責
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
の
不
正
義
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
い
傷

つ
き
ま
す
。

実
行
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
平
然
と
喝
采
を
受
け
た
り
、
功
労
が
自
分
の
も
の
で
な
い
の
に
我
が
物
顔
に
ふ
る
ま
っ
た
り
す
れ
ば
、
知
恵
あ
る
人

な
ら
、「
自
分
は
卑
劣
な
偽
装
行
為
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
」、「
賞
賛
し
て
い
た
人
た
ち
は
自
分
を
誤
解
し
た
せ
い
で
そ
の
気
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
彼
ら
か
ら
自
分
が
受
け
る
に
値
す
る
の
は
、
賞
賛
で
な
く
軽
蔑
で
あ
る
」
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
自
分
が
実
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
実
行
す
る
素
質
が
あ
る
と
多
く
の
人
た
ち
か
ら
思
わ
れ
て
い
た
事
実
を
知
れ
ば
、
い
さ
さ
か
心
当
た
り
も
あ
り
う
れ
し
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
で
す
。

彼
は
、
多
く
の
人
々
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
友
人
た
ち
に
恩
義
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
す
か
さ
ず
友
人
た
ち
の
誤
解
を
解

か
な
け
れ
ば
、
き
わ
め
て
悪
質
な
そ
の
行
為
に
つ
き
自
分
は
有
罪
で
あ
る
と
思
う
で
し
ょ
う
。
彼
に
は
、「
も
し
ほ
か
の
人
々
が
真
実
を
知
れ
ば
、
彼
ら

は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
視
点
か
ら
自
分
を
な
が
め
る
だ
ろ
う
」
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
人
々
が
実
際
に
彼
を
な
が
め
て
い
る
視
点
か
ら
わ
が
姿
を
見
た
と

こ
ろ
で
う
れ
し
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
気
弱
な
人
は
、
こ
の
誤
解
さ
れ
た
虚
偽
の
視
点
か
ら
わ
が
姿
を
な
が
め
て
し
ば
し
ば
大
い
に
甘
美
な
思
い
を
い
だ
き
ま
す
。
彼
は
、
自
分
に

事
寄
せ
て
語
ら
れ
る
称
賛
す
べ
き
行
動
す
べ
て
の
功
労
に
つ
い
て
わ
が
物
顔
に
ふ
る
ま
い
、
だ
れ
も
彼
に
帰
属
す
る
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
多
く
の

功
労
に
権
利
が
あ
る
と
言
い
募
り
ま
す
。
彼
は
や
っ
て
も
い
な
い
こ
と
を
自
分
が
し
た
か
の
よ
う
に
、
他
人
の
書
い
た
も
の
を
自
分
が
書
い
た
か
の
よ
う

に
、他
人
が
発
見
し
た
も
の
を
自
分
が
発
見
し
た
か
の
よ
う
に
、偽
装
し
て
、剽
窃
・
で
ま
か
せ
の
さ
も
し
い
悪
徳
に
こ
と
ご
と
く
手
を
染
め
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
で
す
。
平
均
的
な
良
識
が
あ
れ
ば
、
自
分
が
し
て
も
い
な
い
称
賛
す
べ
き
行
動
の
ぬ
し
で
あ
る
と
買
い
か
ぶ
ら
れ
て
も
、
大
し
て
う
れ
し
い
と

は
思
え
な
い
の
で
す
が
、
自
分
が
し
て
も
い
な
い
犯
罪
で
厳
し
く
追
及
さ
れ
る
と
、
知
恵
あ
る
人
は
、
強
い
苦
痛
に
さ
い
な
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

苦
痛
と
快
楽
は
逆
方
向
に
作
用
す
る
表
裏
の
感
覚
で
あ
り
、
自
然
は
苦
痛
を
快
楽
よ
り
も
鋭
利
な
感
覚
に
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
ん
な
場
合
の
苦

痛
を
通
常
の
苦
痛
よ
り
も
ず
っ
と
鋭
利
な
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
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「
自
分
に
功
労
は
な
い
」
と
一
言
い
え
ば
、
人
は
即
座
に
、
愚
劣
で
た
わ
い
も
な
い
喜
び
を
胸
裏
か
ら
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、「
自
分
に
罪

責
は
な
い
」
と
い
う
一
言
で
は
、
そ
の
苦
痛
が
消
え
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
事
寄
せ
て
語
ら
れ
る
功
労
を
拒
絶
す
る
と
き
、
そ
の
人
が
正
直
に

述
べ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
も
の
は
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
。
一
方
、
告
発
さ
れ
た
理
由
の
犯
罪
を
否
定
す
る
と
き
、
そ
の
人
が
正
直
に
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か

は
疑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
、
訴
追
が
濡
れ
衣
で
あ
る
こ
と
に
即
座
に
激
高
し
、
同
時
に
、
そ
の
訴
追
が
わ
ず
か
で
も
手
柄
話
に
な
っ
て
い
く

の
を
知
っ
て
気
が
滅
入
り
ま
す
。

彼
は
自
分
の
人
柄
が
身
を
守
る
の
に
十
分
で
は
な
い
と
感
じ
ま
す
。
彼
が
同
胞
市
民
に
自
分
を
眺
め
て
ほ
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
視
点
と
は
ま
っ
た

く
違
う
と
こ
ろ
か
ら
同
胞
市
民
は
彼
の
こ
と
を
見
つ
め
、
彼
に
は
告
発
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
を
実
行
す
る
だ
け
の
素
因
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
、
と
彼

は
感
じ
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
自
分
が
犯
罪
行
為
を
し
な
か
っ
た
の
は
わ
か
り
き
っ
た
事
実
で
あ
り
、
自
分
が
し
た
こ
と
は
す
べ
て
知
っ
て
い
ま
す
が
、
し

か
し
、
だ
れ
だ
っ
て
自
分
自
身
に
ど
ん
な
行
為
を
す
る
素
因
が
あ
る
か
を
知
り
尽
く
す
な
ど
、
た
ぶ
ん
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
の
心
の
独
特

の
成
り
立
ち
が
、
ど
ん
な
行
動
を
許
容
で
き
、
ど
ん
な
行
動
を
許
容
で
き
な
い
か
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
た
ぶ
ん
疑
念
が
残
る
問
題

で
す
。

友
人
と
隣
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
信
頼
と
好
意
的
評
価
ほ
ど
、
こ
の
心
地
悪
く
て
た
ま
ら
な
い
疑
念
を
取
り
除
い
て
彼
を
ほ
っ
と
さ
せ
、
ま
た
、
彼
ら
か

ら
の
不
信
と
否
定
的
評
価
ほ
ど
、
こ
の
疑
念
を
深
め
る
傾
向
が
強
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
し
も
自
分
で
は
、
彼
ら
の
否
定
的
な
判
断
は
間
違
っ
て

い
る
と
思
い
、
そ
の
確
信
は
揺
る
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
確
信
は
強
固
で
あ
る
と
は
い
え
、
友
人
・
隣
人
の
判
断
が
な
に
が
し
か
の

印
象
を
彼
の
胸
に
刻
む
の
を
さ
え
ぎ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
彼
の
神
経
が
細
や
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
繊
細
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
要
す

る
に
彼
が
ひ
と
か
ど
の
人
物
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
た
い
て
い
こ
の
印
象
は
そ
の
胸
深
く
刻
ま
れ
ま
す
。

16

他
人
の
感
情
と
判
断
は
い
ず
れ
も
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
の
感
情
と
判
断
に
合
致
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
齟
齬
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
彼

我
の
一
致
・
不
一
致
は
、
わ
が
胸
の
感
情
の
適
切
さ
や
判
断
の
正
確
さ
に
つ
い
て
自
信
が
小
さ
け
れ
ば
、
そ
の
分
、
大
き
な
意
義
を
持
ち
、
他
方
、
そ
の

自
信
が
大
き
け
れ
ば
、
そ
の
分
、
小
さ
な
意
義
し
か
も
ち
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
正
確
な
比
例
関
係
は
、
ど
ん
な
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
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17

繊
細
な
神
経
の
持
ち
主
は
、
あ
ま
り
に
も
感
情
に
押
し
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
大
き
な
不
安
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
た
と
え
そ
の
感
情
が
誇

ら
し
い
情
念
と
呼
ん
で
い
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
不
安
に
な
る
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
わ
が
身
や
友
人
に
加
え
ら
れ
た
権
利
侵
害
に
対
し
て
彼
が
ぶ
つ
け
る
憤
り
は
お
そ
ら
く
正
当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
心
積
も
り
と
し
て

は
毅
然
と
行
動
し
よ
う
、
公
正
な
処
遇
を
与
え
よ
う
と
い
う
だ
け
だ
っ
た
の
に
、
あ
ま
り
に
激
し
く
荒
れ
狂
う
情
動
に
流
さ
れ
て
、
相
手
に
ま
ぎ
れ
も
な

い
権
利
侵
害
を
加
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
不
安
に
な
り
ま
す
。
そ
の
相
手
に
落
ち
度
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
当
初
に

理
解
し
て
い
た
ほ
ど
有
罪
確
実
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
彼
に
と
っ
て
他
人
の
意
見
は
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
き
ま
す
。
他
人
の
是
認
感
情
は
、
こ
よ
な
く
癒
し
て
く
れ
る
鎮
静
剤
と
し

て
、
ま
た
、
他
人
の
否
認
感
情
は
、
苦
渋
に
満
ち
・
と
こ
と
ん
責
め
さ
い
な
む
毒
薬
と
し
て
、
不
安
な
彼
の
心
に
注
ぎ
込
ま
れ
ま
す
。
一
方
、
彼
が
自
分

の
ふ
る
ま
い
の
ど
の
点
に
も
満
足
し
き
っ
て
い
る
と
き
、
他
人
の
判
断
は
、
た
い
て
い
彼
に
は
さ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
も
ち
ま
せ
ん
。

18

学
問
芸
術
の
な
か
に
は
と
て
も
気
高
く
美
し
い
分
野
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
し
か
る
べ
き
精
妙
な
審
美
眼
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
優
秀
さ
の
度
合
い
は

決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
審
美
眼
が
く
だ
す
判
定
は
、
い
つ
だ
っ
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
不
確
実
で
あ
る
と
映
り
ま
す
。
一
方
、
別
の
学
芸
の

分
野
で
は
、
成
功
が
、
優
秀
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
証
明
、
あ
る
い
は
、
相
当
満
足
の
い
く
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
異
な
る
学
芸

に
あ
っ
て
、
優
秀
さ
を
競
っ
て
名
乗
り
を
あ
げ
る
人
た
ち
の
う
ち
、
前
者
の
分
野
の
人
た
ち
の
ほ
う
が
後
者
の
分
野
の
人
た
ち
よ
り
も
、
公
衆
の
評
価
に

い
つ
も
ず
い
ぶ
ん
と
一
喜
一
憂
し
ま
す
。

19

詩
の
美
し
さ
は
、
そ
ん
な
精
妙
な
審
美
眼
の
問
題
で
あ
り
、
駆
け
出
し
の
若
者
が
そ
ん
な
審
美
眼
を
得
た
か
ど
う
か
自
信
を
も
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
友
人
と
公
衆
が
寄
せ
る
好
意
的
な
判
断
ほ
ど
、
大
い
に
甘
美
な
思
い
を
彼
に
い
だ
か
せ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
と

は
正
反
対
の
判
断
ほ
ど
無
性
に
気
を
滅
入
ら
せ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
好
評
を
享
受
し
た
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
が
、
友
人

と
公
衆
の
好
意
的
な
判
断
は
こ
の
評
判
を
確
立
し
、
他
方
、
彼
ら
の
否
定
的
な
判
断
は
そ
れ
を
揺
る
が
し
ま
す
。

経
験
を
つ
み
成
功
を
収
め
れ
ば
、
や
が
て
あ
の
若
者
は
自
分
自
身
の
判
断
に
も
う
少
し
強
い
自
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
彼
が
、
公

二
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衆
の
く
だ
す
否
定
的
な
判
断
に
よ
っ
て
無
性
に
気
が
滅
入
り
傷
つ
く
危
険
は
、
片
時
も
去
り
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
ラ
シ
ー
ヌ
が
書
い
た
フ
ェ
ー
ド
ル
は
、
ど
ん
な
言
語
に
も
匹
敵
す
る
も
の
が
現
存
し
な
い
悲
劇
の
最
高
傑
作
で
す
が
、
そ
の
成
功
が
は
か
ば

か
し
く
な
か
っ
た
た
め
に
と
て
も
嫌
気
が
さ
し
、
彼
は
脂
の
の
り
切
っ
た
年
齢
に
あ
っ
て
円
熟
を
極
め
て
い
ま
し
た
が
、
舞
台
作
品
は
金
輪
際
書
く
ま
い

と
決
意
し
ま
し
た
。
こ
の
偉
大
な
詩
人
は
息
子
に
、「
く
ず
同
然
の
た
ま
ら
な
く
不
謹
慎
な
批
判
が
わ
た
し
に
与
え
て
き
た
苦
痛
は
、
最
高
の
正
当
き
わ

ま
り
な
い
激
賞
が
与
え
て
き
た
喜
び
よ
り
、
い
つ
も
胸
に
こ
た
え
た
」
と
い
う
の
が
口
癖
で
し
た
（
9
）。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
、
同
種
の
譴
責
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
極
度
に
神
経
を
尖
ら
せ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
す
（
10
）。
ポ
ウ
プ
氏
が

書
い
た
愚
者
列
伝
こ
そ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
詩
人
の
だ
れ
よ
り
も
的
確
・
華
麗
・
調
和
に
秀
で
た
人
が
、
だ
れ
よ
り
も
低
劣
で
見
下
げ
果
て
た
作
家
連
中

に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
傷
つ
け
ら
れ
た
か
を
歌
い
上
げ
た
金
字
塔
で
す
（
11
）。
グ
レ
イ
（
ミ
ル
ト
ン
の
高
い
格
調
に
ポ
ウ
プ
の
華
麗
さ
と
調
和
を
加
味
し
、
お
そ

ら
く
英
語
を
使
う
詩
人
の
筆
頭
に
彼
を
置
く
条
件
は
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
が
、
惜
し
む
ら
く
は
寡
作
で
し
た
）
は
、
そ
の
二
つ
の
最
高
傑
作
の
頌
歌

を
お
ろ
か
で
礼
節
を
欠
く
パ
ロ
デ
ィ
に
さ
れ
て
大
い
に
傷
つ
き
、
以
後
、
大
作
を
試
み
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
12
）。
ま
た
、
散
文
形

（
9
）
詩
人
と
し
て
一
家
を
な
し
て
い
た
息
子
のLouis

R
acine

（1692
－1763

）
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
てM

ém
oires

sur
la
vie
de
Jean

Racine

（1748

）
の
な
か
で
書
い
た
。
こ
の

偉
大
な
劇
作
家
（1639

－99

）
の
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
は
、
一
六
七
七
年
一
月
一
日
に
上
演
さ
れ
た
が
、
そ
の
数
日
後
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
古
代
作
家
礼
賛
に
批
判
的
だ
っ

た
一
派
のN

icolas
Pradon

（1632
－98

）
のPhèdre

etH
ippolyte

が
上
演
さ
れ
た
。
一
六
七
七
年
、
ラ
シ
ー
ヌ
は
王
室
史
料
編
修
員
に
任
ぜ
ら
れ
、
有
力
な
宮
廷
人
に
な
り
、
そ
れ

が
主
な
理
由
で
彼
は
劇
場
を
断
念
し
た
が
、
の
ち
に
劇
場
に
戻
る
。C

f.I.ii.2
.4
.

（
10
）
こ
の
種
の
例
は
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
、
と
く
に
ス
ミ
ス
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
彼
自
身
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
サ
ー
ク
ル
内
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
で
あ

る
。一
時
ス
ミ
ス
の
後
援
者
で
あ
っ
た
ケ
イ
ム
ズ
卿
は
、The

Elem
ents

of
C
riticism

（1762

）
の
第
二
一
章
と
二
二
章
で
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
のH

enriade

（1723

）
を
批
判
し
た
。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
こ
れ
を
不
快
に
思
い
、（G

azette
literaire

で
）
同
書
を
散
々
酷
評
し
た
。
こ
の
書
評
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
出
版
さ
せ
な
い
よ
う
取
り
計
ら
っ
た
が
（H

um
e,
Letters,

I,

p.436

）、
結
局
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
ケ
イ
ム
ズ
を
こ
き
下
ろ
す
機
会
を
逸
す
る
こ
と
は
な
く
、
ケ
イ
ム
ズ
はElem

ents

の
第
五
版
で
ど
こ
と
な
く
皮
肉
の
き
い
た「
弁
明
」を
し
た
。

（
11
）A
lexanderPope

（1688
－1744

）は
、
彼
の
詩The

D
unciad

（1728

）の
第
一
巻
で
、
彼
の
作
品
を
評
し
た
何
人
か
を
風
刺
し
、
た
と
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
学
者Lew

is
Theobald

（1688
－1744

）
を
英
雄
扱
い
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
ポ
ウ
プ
の
編
ん
だ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
（1725
）
の
な
か
に
数
多
く
の
誤
り
を
み
て
こ
れ
を
修
正
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ポ
ウ
プ
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
議
論
と
し
て‘O

f
the
Im
itative

A
rts’,

II.26
－7

お
よ
び‘O

f
the
A
ffinity

B
etw
een
C
ertain

English
and
Italian

V
erses’

（
い
ず
れ
もEPS

所
収
）

を
参
照
。
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式
で
美
文
を
草
す
る
い
わ
ゆ
る
文
学
に
自
分
の
才
能
を
認
め
る
知
識
人
は
、
詩
人
の
繊
細
な
神
経
と
い
さ
さ
か
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。

20

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
数
学
者
は
、
自
分
の
発
見
し
た
真
理
と
そ
の
重
要
性
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
完
全
な
保
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

す
か
ら
、
公
衆
か
ら
自
分
が
受
け
る
待
遇
に
ず
い
ぶ
ん
無
関
心
な
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ム
ス
ン
博
士
と
エ
ジ
ン
バ
ラ
の
マ
シ
ュ
ウ
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
博
士
の
お
二
人
は
、
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
光
栄
に
も
知
遇

を
得
、
わ
た
し
の
時
代
に
生
を
受
け
た
最
も
偉
大
な
数
学
者
で
あ
る
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
が
（
13
）、
彼
ら
の
大
変
重
要
な
著
作
の
な
か
に
は
公
衆
の
無

定
見
の
せ
い
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
無
視
さ
れ
て
も
微
塵
も
不
安
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

サ
ー
・
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
偉
大
な
著
作
、『
自
然
哲
学
の
数
学
的
諸
原
理
』
は
数
年
の
あ
い
だ
、
公
衆
か
ら
無
視
さ
れ
て
い
た
と
わ
た
し

は
聞
い
て
い
ま
す
（
14
）。
こ
の
偉
大
な
人
の
心
穏
や
か
さ
は
、
無
視
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
ぶ
ん
十
五
分
間
だ
っ
て
か
き
乱
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
自
然
哲
学
者
は
、
公
衆
の
意
見
に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
数
学
者
と
よ
く
似
て
お
り
、
自
ら
の
手
に
な
る
発
見
と
洞
察
の
功
労
に
つ
い

て
は
自
分
で
判
断
を
下
す
と
い
う
点
で
、
数
学
者
と
同
種
の
安
心
と
心
穏
や
か
さ
を
多
少
と
も
味
わ
い
ま
す
。

21

以
上
の
よ
う
に
違
っ
た
分
類
に
属
す
る
知
識
人
の
気
質
は
、
公
衆
と
彼
ら
の
位
置
関
係
に
み
ら
れ
る
こ
の
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
違
い
に
よ
っ
て
、
お
そ

ら
く
幾
分
か
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

22

数
学
者
と
自
然
哲
学
者
は
、
公
衆
の
意
見
に
左
右
さ
れ
な
い
の
で
、
お
互
い
に
徒
党
を
組
ん
で
・
同
人
仲
間
を
つ
く
り
、
自
分
た
ち
自
身
の
評
判
を

支
持
し
た
り
、
敵
対
者
の
評
判
を
貶
め
た
り
す
る
欲
心
を
ほ
と
ん
ど
も
ち
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
だ
っ
て
、
こ
よ
な
く
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き

素
直
な
気
風
の
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
相
互
に
と
て
も
な
ご
や
か
に
生
活
し
、
相
互
の
評
判
の
味
方
で
あ
り
、
公
衆
の
喝
采
を
勝
ち
取
る
た
め
に
陰
謀
に
加

わ
っ
た
り
せ
ず
、
自
分
の
作
品
が
是
認
さ
れ
る
と
き
に
は
喜
び
、
無
視
さ
れ
て
も
大
し
て
く
よ
く
よ
し
た
り
腹
を
立
て
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

23

こ
の
こ
と
は
、
詩
人
や
い
わ
ゆ
る
文
芸
作
家
を
自
任
す
る
人
た
ち
に
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
や
や
も
す
る
と
分
裂
し
て
一
種
の

二
四
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文
学
的
党
派
を
つ
く
る
き
ら
い
が
と
て
も
強
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
同
人
仲
間
は
、
自
派
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
党
派
の
評
判
を
ね
ら
う
宿
敵
た
る
こ
と

を
公
然
と
表
明
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
隠
然
と
敵
対
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
常
の
事
で
あ
っ
て
、
陰
謀
・
甘
言
の
卑
劣
な
手
練
手
管
を
駆
使
し

て
公
衆
の
意
見
の
支
配
権
を
他
派
よ
り
先
に
握
り
、
自
派
の
メ
ン
バ
ー
の
作
品
に
は
有
利
に
、
敵
対
し
張
り
合
っ
て
い
る
他
派
の
作
品
に
は
不
利
に
工
作

し
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
デ
プ
レ
オ
ー
と
ラ
シ
ー
ヌ
が
、
文
学
の
同
人
仲
間
の
領
袖
に
な
り
、
最
初
は
キ
ノ
ー
、
ペ
ロ
ー
の
評
判
を
、
そ
の
後
は
フ
ォ
ン
ト
ネ

ル
、
ラ
・
モ
ッ
ト
の
評
判
を
貶
め
よ
う
と
た
く
ら
み
、
善
良
な
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
を
ず
い
ぶ
ん
慇
懃
無
礼
な
手
法
で
扱
お
う
と
さ
え
し
ま
し
た
が
、
彼

ら
は
そ
れ
が
自
分
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
い
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
15
）。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
あ
の
好
人
物
の
ア
デ
ィ
ス
ン
氏
が
、
同
種
の
小

さ
な
同
人
仲
間
の
領
袖
に
な
り
、
上
昇
中
だ
っ
た
ポ
ウ
プ
氏
の
評
判
を
抑
え
込
も
う
と
た
く
ら
み
ま
し
た
が
、
彼
は
そ
れ
が
自
分
の
柔
和
で
穏
や
か
な
人

柄
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
い
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
（
16
）。

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
数
学
者
と
自
然
哲
学
者
の
協
会
で
す
が
、
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
氏
は
、
そ
の
会
員
の
生
涯
と
人
柄
を
書
い
た
と
き
、
彼
ら
の
気
風
に

（
12
）Thom

as
G
ray

（1716
－71

）
は
一
七
五
七
年
に‘The

Progress
of
Poesy’

と‘The
B
ard’

を
公
刊
し
た
と
こ
ろ
、G

eorge
C
olm
an
the
elder

（1732
－94

）
が
こ
の
二
作
を
一
七

六
〇
年
に‘To

O
bscurity’

と
い
う
頌
歌
で
パ
ロ
デ
ィ
に
し
た
。
ス
ミ
ス
の
グ
レ
イ
に
対
す
る
関
心
と
そ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、Rhetoric

ii.96
,
‘O
fthe

A
ffinity

B
etw
een
C
ertain

English
and
Italian

V
erses’21

を
参
照
。ス
ミ
ス
の
グ
レ
イ
評
に
つ
い
て
はThe

B
ee,
iii（11

M
ay1791

）の
編
者
宛
て
の
追
悼
の
手
紙
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。こ
の
手
紙
はRhetoric

のA
ppendix1

と
し
て
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）R

obert
Sim
son

（1687
－1768

）
は
、
一
七
一
一－

六
一
年
の
間
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
数
学
教
授
。M

atthew
Stew
art

（1717
－85

）
は
、
一
七
四
七－

七
五
年
の
間
、
エ
ジ
ン

バ
ラ
大
学
の
数
学
教
授
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
と
ス
ミ
ス
は
お
そ
ら
く
シ
ム
ス
ン
の
ク
ラ
ス
の
学
友
で
あ
っ
た
。R

oss,
Life
ofSm

ith,45

。

（
14
）SirIsaac

N
ew
ton

（1642
－1727

）
は
、
一
六
八
七
年
にPhilosophiae

naturalis
principia

m
athem

atica

を
公
刊
し
た
。

（
15
）
ス
ミ
ス
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
古
代
派
と
近
代
派
の
論
争
」
の
主
な
立
役
者
で
あ
る
。
そ
の
論
争
と
は
、
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀

初
頭
に
か
け
て
長
々
と
お
こ
な
わ
れ
、
古
代
と
近
代
の
芸
術
・
文
学
を
比
較
し
て
そ
の
功
績
の
優
劣
を
論
ず
る
討
議
で
あ
る
。
古
代
作
家
を
擁
護
し
た
主
要
な
論
客
は
、N

icolas

B
oileau-D

espreaux

（1636
－1711

）
で
あ
り
、
わ
け
て
も
ラ
シ
ー
ヌ
とJean

de
La
Fontaine

（1628
－1703

）
か
ら
支
持
を
得
て
い
た
。
一
方
、
近
代
作
家
の
擁
護
者
に
は
、Philippe

Q
uinault

（1635
－88

）,C
harles

Perrault

（1628
－1703

）（
彼
のLe

siècle
de
Louis

le
G
rand

（1687
）
は
こ
の
論
争
を
大
い
に
挑
発
し
た
）、B

ernard
le
B
ovier

de
Fontenelle

（1657
－1757

）,Francois
de
La
M
othe

le
V
ayer

（1588
－1672

）
が
い
た
。
彼
ら
の
文
化
的
戦
闘
は
、
人
前
で
相
手
を
笑
い
も
の
に
し
た
り
、
仕
事
上
の
妨
害
を
し
た
り
す
る
こ

と
な
ど
に
及
ん
だ
。La

Fontaine

に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
記
述
は
、Louis

R
acine

に
よ
る
父
親
の
伝
記
（
前
掲
注
九
を
見
よ
）
で
語
ら
れ
て
い
る
逸
話
に
基
づ
く
可
能
性
が
高
い
。
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い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
素
直
さ
が
あ
る
事
実
を
難
な
く
取
材
で
き
、
随
所
で
こ
れ
を
特
筆
し
て
賛
辞
を
贈
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
気
風
は
、
彼
ら
の
間
に
ま

こ
と
広
く
行
き
わ
た
り
、
だ
れ
か
特
定
個
人
の
特
徴
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
分
類
に
属
す
る
知
識
人
全
体
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
洞

察
で
す
（
17
）。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
詩
人
と
文
芸
作
家
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
類
の
人
と
目
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
協
会
で
す
が
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル

氏
は
、
そ
の
会
員
の
生
涯
と
人
柄
を
書
い
た
と
き
、
彼
ら
の
気
風
に
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
素
直
さ
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
容
易
に
取
材
で
き
ず
、
そ
れ

を
特
筆
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
が
賛
辞
を
贈
る
こ
の
一
群
の
知
識
人
全
体
の
特
徴
と
し
て
そ
ん
な
資
質
が
ま
こ
と
し
や
か
に
描
写
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
は
一
箇
所
も
あ
り
ま
せ
ん
（
18
）。

24

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
功
労
に
自
信
が
も
て
ず
、
同
時
に
、
そ
の
功
労
を
好
意
的
に
考
え
た
く
て
た
ま
ら
な
い
場
合
、
ま
っ
た
く
自
然
の
な
り
ゆ

き
と
し
て
、
他
人
が
わ
た
し
た
ち
の
功
労
に
つ
い
て
ど
ん
な
意
見
で
あ
る
か
を
知
り
た
い
と
思
い
、
そ
し
て
、
そ
の
意
見
が
好
意
的
で
あ
れ
ば
普
段
以
上

に
心
を
高
鳴
ら
せ
、
そ
れ
が
否
定
的
で
あ
れ
ば
普
段
以
上
に
気
が
滅
入
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
場
合
に
、
陰
謀
を
く
わ
だ
て
同
人
仲
間
を
つ
く
っ
て

ま
で
、
好
意
的
な
意
見
を
得
た
い
と
か
、
否
定
的
な
意
見
を
避
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
は
な
り
ま
す
ま
い
。

裁
判
官
全
員
を
賄
賂
で
買
収
し
た
人
が
、
ど
ん
な
に
斉
一
な
全
員
一
致
の
判
決
意
見
に
よ
っ
て
勝
訴
す
る
と
し
て
も
、
自
分
の
言
い
分
に
理
が
あ
る
と

い
う
確
信
を
そ
こ
か
ら
得
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
自
分
の
言
い
分
に
理
が
あ
る
と
納
得
し
た
い
一
心
か
ら
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
彼
は
け
っ
し
て
裁
判
官
を
買
収
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
で
す
。
彼
は
自
分
の
言
い
分
に
理
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
の
だ
と
し

て
も
、
同
じ
く
ら
い
裁
判
で
も
勝
ち
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
に
賄
賂
を
渡
し
た
わ
け
で
す
。

賛
辞
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
が
賛
辞
に
値
す
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
贈
ら
れ
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
な
い
―
―
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
不
公
正
な
手
段
で
賛
辞
を
得
よ
う
と
は
努
力
し
な
い
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
で
す
。
知
恵
あ
る
人
に
と
っ
て
も
、
少
な
く

と
も
確
信
が
も
て
な
い
場
合
に
は
、
賛
辞
は
、
自
分
の
功
労
を
証
拠
立
て
る
が
ゆ
え
に
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
自
体
に
独
自
の
価
値

が
あ
る
ゆ
え
に
、
い
さ
さ
か
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、（
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
場
面
で
は
彼
ら
を
知
恵
あ
る
人
と
呼
ぶ
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
）
世
間
一
般
の
水
準
よ
り
も
は
る
か
上
を
い
く
人
た
ち
が
、
ず
い
ぶ
ん
不
公
正
な
手
段
を
使
っ
て
、
賛
辞
を
得
よ
う
と
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し
た
り
非
難
を
避
け
よ
う
と
し
た
り
す
る
例
も
時
に
見
ら
れ
ま
す
。

25
「
賛
辞
」
と
「
非
難
」
は
、
わ
た
し
た
ち
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に
他
人
が
現
実
に
注
ぐ
感
情
の
あ
り
さ
ま
を
表
示
し
、
一
方
、「
賛
辞
に
値
す
る
」
と

「
非
難
に
値
す
る
」
は
、
そ
こ
に
他
人
が
自
然
に
注
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
感
情
の
あ
り
さ
ま
を
表
示
す
る
語
で
す
。
賛
辞
へ
の
欲
求
は
、
同
胞
市
民
か

ら
好
意
的
な
感
情
を
得
た
く
て
た
ま
ら
な
い
思
い
で
す
。
賛
辞
に
値
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は
、
そ
う
し
た
感
情
を
注
が
れ
る
適
切
な
対
象
に
な
り
た
く
て

た
ま
ら
な
い
思
い
で
す
。
こ
の
ふ
た
つ
の
原
理
は
、
こ
う
し
て
み
る
限
り
で
は
似
て
お
り
、
瓜
二
つ
で
す
。
同
様
な
類
縁
関
係
・
類
似
性
は
、
非
難
へ
の

戦
慄
と
非
難
に
値
す
る
こ
と
へ
の
戦
慄
と
の
あ
い
だ
に
も
成
立
し
ま
す
。

26

賛
辞
に
値
す
る
行
動
を
と
り
た
い
と
願
い
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
そ
れ
を
行
う
人
は
、
同
時
に
そ
の
行
動
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
賛
辞
を

得
た
い
と
願
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
の
賛
辞
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
程
度
を
超
え
る
こ
と
も
た
ぶ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ

の
原
理
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
ふ
る
ま
い
が
賛
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
動
機
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
支
配
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
賛
辞

を
得
た
い
と
い
う
動
機
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
支
配
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
本
人
に
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
16
）
一
八
世
紀
を
に
ぎ
わ
し
た
有
名
な
激
論
に
お
い
て
、Joseph

A
ddison

の
文
学
サ
ー
ク
ル
は
、
コ
ヴ
ェ
ン
ト
ガ
ー
デ
ン
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
、
バ
ト
ン
亭
に
集
い
、
小
理
事
会
と
し

て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
サ
ー
ク
ル
が
、
ポ
ウ
プ
が
訳
し
たIliad
の
第
一
巻
に
難
癖
を
つ
け
、
バ
ト
ン
の
同
志
の
ひ
と
り
、Thom

as
Tickell

（1685
－1740

）
が
対
抗
し
て
お
こ

な
っ
た
翻
訳
の
努
力
を
後
押
し
し
た
。
ふ
た
り
の
翻
訳
は
一
七
一
五
年
に
公
に
さ
れ
た
が
、
長
い
間Tickell

の
翻
訳
は
そ
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
ア
デ
ィ
ス
ン
本
人
の
手
に
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、Joseph

W
arton,

Essay
on
the
G
enius

and
W
ritings

of
Pope,1782

,
vol.2

,
p.246

.

を
見
よ
。
こ
の
件
に
関
す
る
ア
デ
ィ
ス
ン
の
「
陰

険
な
や
り
口
」
に
つ
い
て
は
、M

aynard
M
ack,

Alexander
Pope.A

Life

（N
ew
Y
ork,

London,1985

）,pp.272
－82
.

を
見
よ
。

（
17
）
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
書
記Secretary

を
一
六
九
九
年
か
ら
一
七
四
〇
年
ま
で
務
め
、
六
九
本
のÉloges

des
académ

iciens

（1708
,1722

－

）
を
書
い
た
。
こ

の
参
照
箇
所
は
、
化
学
者
のN

icolas
Lem
ery

（1645
－1715

）
の
た
め
の
悼
辞
の
末
尾
に
あ
る
。

（
18
）Jean

le
R
ond
d’A
lem
bert

（1717
－83

）
は
一
七
七
二
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
常
任
書
記Secrétaire

perpétuelle

と
し
て
、
と
り
わ
け
、H

istoire
des
m
em
bres

de

l’Academ
ie
Française

（1785
－7

）
を
執
筆
す
る
こ
と
に
よ
り
当
協
会
を
盛
り
立
て
た
が
、
こ
の
著
書
は
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七
七
二
年
の
間
に
亡
く
な
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の

悼
辞éloges

を
含
ん
で
い
る
。
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そ
れ
は
、
他
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
常
に
わ
か
ら
な
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
ふ
る
ま
い
の
功
労
を
つ
い
差
っ
引
い
て
評
価
す
る
人

た
ち
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
主
た
る
部
分
か
全
部
が
、
賛
辞
を
得
た
く
て
た
ま
ら
な
い
一
心
、
つ
ま
り
、
純
然
た
る
見
栄
と
彼
ら
が
呼
ぶ
も
の
か
ら
出
た

と
決
め
つ
け
ま
す
。
他
方
、
彼
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
思
わ
ず
も
っ
と
好
意
的
に
考
え
る
人
た
ち
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
主
た
る
部
分
か
全
部
が
、
賛
辞

に
値
す
る
資
質
へ
の
欲
求
、
人
間
の
ふ
る
ま
い
の
真
に
誇
ら
し
く
気
高
い
面
を
愛
す
る
気
持
ち
、
つ
ま
り
、
同
胞
市
民
の
是
認
と
喝
采
を
獲
得
し
た
い
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
に
値
す
る
資
質
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
か
ら
出
た
と
買
い
か
ぶ
り
ま
す
。

こ
の
観
察
者
の
想
像
力
は
、
習
慣
と
し
て
身
に
つ
い
た
考
え
方
し
だ
い
で
、
あ
る
い
は
、
目
下
考
察
し
て
い
る
人
物
に
好
感
を
も
つ
か
嫌
悪
感
を
も
つ

か
に
よ
っ
て
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に
異
な
る
色
付
け
を
ほ
ど
こ
し
ま
す
。

27

悲
観
的
な
哲
学
者
の
幾
人
か
は
、
い
か
に
も
ひ
が
む
個
人
同
士
が
相
手
の
ふ
る
ま
い
を
判
断
し
そ
う
な
や
り
か
た
で
人
間
の
自
然
本
性
を
評
価
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
賛
辞
に
値
す
る
資
質
へ
の
欲
求
か
ら
起
こ
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
ど
ん
な
行
動
も
、
賛
辞
へ
の
欲
求
、
彼
ら
が
見
栄
と
呼
ぶ
と
こ

ろ
か
ら
出
た
と
決
め
つ
け
た
の
で
す
。
あ
と
の
方
で
、
わ
た
し
は
こ
う
し
た
哲
学
者
の
学
問
体
系
の
い
く
つ
か
を
解
説
す
る
つ
も
り
で
す
の
で
、
今
こ
こ

で
は
そ
れ
ら
を
検
証
す
る
た
め
に
立
ち
止
ま
り
ま
せ
ん
（
19
）。

28

他
人
の
資
質
や
行
動
を
褒
め
称
え
・
賛
辞
に
値
す
る
と
考
え
て
、
自
分
も
そ
れ
と
同
じ
資
質
を
獲
得
し
た
り
、
そ
れ
と
同
じ
行
動
を
遂
行
し
た
り
す

る
と
き
、
そ
の
事
実
を
わ
が
胸
の
奥
で
人
知
れ
ず
自
覚
し
て
満
足
で
き
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
自
分
が
そ
ん
な
資
質
を
そ
な

え
、
そ
ん
な
行
動
を
遂
行
し
た
こ
と
を
広
く
人
々
に
承
認
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
ん
な
資
質
に
も
行
動
に
も
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ

さ
わ
し
い
と
自
分
が
思
う
賛
辞
を
実
際
に
獲
得
し
な
け
れ
ば
、
満
足
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
人
の
態
度
は
千
差
万
別
で
す
。
自
分
自
身
の
心
の
中
で
、
自
分
は
賛
辞
に
値
す
る
資
質
を
獲
得
し
た
の
だ
と
心
底
納

得
す
る
な
ら
、
賛
辞
に
つ
い
て
無
関
心
な
様
子
の
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、
賛
辞
に
値
す
る
資
質
よ
り
も
賛
辞
自
体
を
ず
っ
と
案
じ
て
一
喜
一
憂
す
る
様
子

の
人
も
い
ま
す
。
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29

人
は
、
非
難
に
値
す
る
こ
と
を
何
も
か
も
避
け
て
行
動
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
す
っ
か
り
満
足
す
る
こ
と
も
、
一
応
そ
れ
な
り
に
満
足
す
る
こ
と

さ
え
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
非
難
や
叱
責
を
避
け
た
と
い
う
結
果
が
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

知
恵
あ
る
人
は
、
自
分
が
こ
の
上
な
く
賛
辞
に
値
す
る
と
き
で
さ
え
、
賛
辞
を
意
に
介
さ
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
重
大
な
問
題
に

つ
い
て
は
万
事
、
非
難
に
値
す
る
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
て
非
難
さ
れ
る
一
分
の
隙
も
で
き
る
限
り
見
せ
な
い

よ
う
に
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
規
律
し
よ
う
と
努
め
る
で
し
ょ
う
。

た
し
か
に
、
知
恵
あ
る
人
な
ら
ば
、
非
難
を
避
け
る
手
段
と
し
て
、
非
難
に
値
す
る
と
彼
が
判
断
す
る
こ
と
を
実
行
し
た
り
、
お
よ
そ
自
分
の
義
務
を

履
行
し
な
い
で
す
ま
せ
た
り
、
本
当
に
す
ご
く
賛
辞
に
値
す
る
と
彼
が
判
断
す
る
こ
と
を
実
行
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
が
ら
座
視
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
、
き
わ
め
て
懸
命
に
注
意
深
く
非
難
を
避
け
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。

賛
辞
に
こ
だ
わ
っ
て
大
い
に
一
喜
一
憂
す
る
様
子
を
見
せ
る
こ
と
は
、
た
と
え
賛
辞
に
値
す
る
行
動
を
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
深
い
知
恵
を
も
つ

印
で
あ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
一
般
に
そ
れ
は
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
気
弱
で
あ
る
こ
と
を
示
す
印
で
す
。
一
方
、
忍
び
寄
る
非
難
・
叱
責
の
影
を

避
け
た
い
と
一
喜
一
憂
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
気
弱
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
賛
辞
に
値
す
る
予
見
注
意
力
で
あ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。

30
「
多
く
の
人
は
、
栄
光
を
軽
蔑
す
る
反
面
、
不
当
な
叱
責
に
よ
っ
て
心
の
底
か
ら
深
く
傷
つ
き
気
が
滅
入
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
ち
ぐ
は

ぐ
な
態
度
で
あ
る
」
と
キ
ケ
ロ
は
述
べ
て
い
ま
す
（
20
）。
し
か
し
、
こ
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
態
度
の
根
底
に
は
、
人
間
の
自
然
本
性
を
支
配
す
る
不
易
の
諸
原
理
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

31

す
べ
て
を
知
る
自
然
の
創
造
主
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、「
同
胞
市
民
の
感
情
と
判
断
を
尊
重
し
な
さ
い
」、「
同
胞
市
民
の
感
情
と
判
断
が
自
分

の
ふ
る
ま
い
を
是
認
す
る
と
き
に
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
喜
び
な
さ
い
。
そ
れ
ら
が
自
分
の
ふ
る
ま
い
を
否
認
す
る
と
き
に
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
傷
心

（
19
）
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
議
論V

II.ii.4

を
見
よ
。

（
20
）Cicero,

D
e
O
fficiis,

I.xxi.71
.
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を
味
わ
い
な
さ
い
」
と
人
間
に
教
え
ま
し
た
。

妙
な
言
い
方
で
す
が
、
創
造
主
は
、
人
間
を
、
世
間
の
人
々
を
直
接
裁
く
裁
判
官
に
仕
立
て
、
そ
の
点
で
は
、
ほ
か
の
多
く
の
計
ら
い
同
様
、
ご
自
身

の
姿
を
範
と
し
て
人
間
を
造
形
し
、
同
胞
市
民
の
態
度
を
監
督
す
る
地
上
の
代
理
人
に
任
命
し
ま
し
た
。
同
胞
市
民
が
自
然
か
ら
教
わ
る
の
は
、「
こ
う

し
て
代
理
人
に
授
与
さ
れ
た
権
力
と
裁
判
管
轄
権
を
承
認
し
な
さ
い
。
そ
し
て
、
代
理
人
の
譴
責
を
招
い
た
と
き
に
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
し
ょ
ん
ぼ
り

し
て
気
を
滅
入
ら
せ
、
代
理
人
の
喝
采
を
獲
得
し
た
と
き
に
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
晴
れ
や
か
な
気
分
に
な
り
な
さ
い
。」
と
い
う
こ
と
で
す
（
21
）。

32

し
か
し
で
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
人
間
は
、
世
間
の
人
々
を
直
接
裁
く
裁
判
官
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
第
一
審
の
裁
判
官
に
任
じ
ら
れ
た
と

い
う
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
判
決
か
ら
さ
ら
に
上
の
法
廷
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
上
級
審
と
は
、
世
間
の
人
々
自
身
の
良
心
の
法
廷
で
あ
り
、

居
る
と
推
定
さ
れ
る
公
平
で
事
情
に
通
じ
た
観
察
者
が
主
宰
す
る
法
廷
で
あ
り
、
胸
裏
に
住
ま
う
あ
の
人
、
世
人
の
ふ
る
ま
い
を
裁
く
偉
大
な
裁
判
官
・

仲
裁
人
の
法
廷
で
す
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
法
廷
の
裁
判
管
轄
権
の
根
底
に
あ
る
諸
原
理
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
似
通
い
瓜
二
つ
で
す
が
、
本
当
は
異
な
っ
て
お
り
、
別
種
の
も

の
で
す
。
胸
の
外
側
の
人
が
も
つ
管
轄
権
は
、
ひ
と
え
に
、
実
際
の
賛
辞
を
得
た
い
、
実
際
の
非
難
を
避
け
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

胸
の
内
側
の
人
が
も
つ
管
轄
権
は
、
ひ
と
え
に
、
賛
辞
に
値
し
た
い
、
非
難
に
値
し
た
く
な
い
と
い
う
願
い
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ

た
し
た
ち
は
、
他
人
の
な
か
に
自
分
が
愛
し
・
賞
賛
す
る
資
質
や
行
動
を
認
め
て
、
そ
れ
と
同
じ
資
質
を
も
ち
・
そ
れ
と
同
じ
行
動
を
遂
行
し
た
い
と
願

い
、
ま
た
、
他
人
の
な
か
に
自
分
が
憎
み
・
軽
蔑
す
る
資
質
や
行
動
を
認
め
て
、
そ
れ
と
同
じ
資
質
を
も
ち
・
そ
れ
と
同
じ
行
動
を
遂
行
す
る
こ
と
に
戦

慄
し
ま
す
が
、
胸
の
内
側
の
人
が
も
つ
管
轄
権
は
そ
ん
な
願
い
・
戦
慄
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
し
て
も
い
な
い
行
動
や
、
わ
た
し
た
ち
を
支
配
し
て
も
い
な
い
動
機
を
理
由
に
、
胸
の
外
側
の
人
が
わ
た
し
た
ち
に
喝
采
を
贈
れ
ば
、

胸
の
内
側
の
人
は
、
わ
た
し
た
ち
に
向
か
っ
て
「
汝
は
歓
呼
に
値
し
な
い
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
諾
す
れ
ば
、
わ
が
身
を
見
下
げ
果
て
た
も
の
に
す

る
だ
ろ
う
」
と
告
げ
、
そ
ん
な
根
も
葉
も
な
い
歓
呼
を
放
置
す
る
と
生
じ
か
ね
な
い
高
慢
・
浮
か
れ
心
を
即
座
に
恥
じ
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
わ
た
し
た
ち
が
し
て
も
い
な
い
行
動
を
理
由
に
、
あ
る
い
は
、
わ
た
し
た
ち
が
何
か
し
た
場
合
で
も
そ
の
行
動
を
な
ん
ら
支
配
し

て
い
な
い
動
機
を
理
由
に
、
胸
の
外
側
の
人
が
わ
た
し
た
ち
を
叱
責
す
る
な
ら
ば
、
胸
の
内
側
の
人
は
、
こ
の
誤
っ
た
判
断
を
即
座
に
正
す
か
も
し
れ
ま
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せ
ん
し
、「
汝
は
、
ま
こ
と
不
当
に
譴
責
を
く
ら
っ
て
い
る
が
、
そ
の
適
切
な
対
象
で
は
断
じ
て
な
い
」
と
わ
た
し
た
ち
に
請
け
合
っ
て
く
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
ほ
か
の
場
合
で
も
、
胸
の
内
側
の
人
は
、
い
う
な
れ
ば
、
胸
の
外
側
の
人
が
見
境
な
く
爆
発
さ
せ
る
叫
び
に
、
ぎ
ょ
っ
と
し

て
お
ろ
お
ろ
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
非
難
は
と
き
と
し
て
わ
た
し
た
ち
に
荒
々
し
く
大
声
で
浴
び
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
、
賛
辞
に
値
す
る

資
質
と
非
難
に
値
す
る
資
質
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
生
来
も
つ
感
覚
を
鈍
感
に
し
・
麻
痺
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
胸
の
内
側
の
人
の

判
断
は
、
跡
形
も
な
く
書
き
替
え
ら
れ
た
り
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
の
不
動
で
堅
固
な
決
意
は
ま
こ
と

激
し
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
自
然
に
生
じ
る
効
果
と
し
て
保
障
さ
れ
る
心
穏
や
か
さ
は
、
大
抵
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
さ
れ
ま
す
。

同
胞
市
民
が
み
な
大
声
で
わ
た
し
た
ち
の
有
罪
を
叫
ぶ
よ
う
に
見
え
る
と
き
、
わ
が
身
の
免
責
を
宣
言
す
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

（
21
）
第
二
版
か
ら
第
五
版
の
対
応
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
わ
ず
か
な
違
い
は
あ
る
が
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

世
界
の
偉
大
な
裁
判
官
は
、
き
わ
め
て
賢
明
な
理
由
か
ら
、
人
間
の
理
性
の
貧
弱
な
目
と
、
彼
の
永
遠
な
る
正
義
の
玉
座
の
あ
い
だ
に
、
い
さ
さ
か
曖
昧
模
糊
と
し
た
暗
が
り
を

置
く
の
が
適
切
だ
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
暗
が
り
は
、
あ
の
偉
大
な
法
廷
を
人
類
の
視
野
か
ら
す
っ
か
り
覆
い
隠
し
て
は
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
法
廷
の
印
象
は
、
ま
こ
と
力

あ
ふ
れ
る
対
象
の
壮
観
と
偉
大
さ
か
ら
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
比
べ
る
と
、
暗
が
り
の
な
か
で
か
す
ん
で
弱
弱
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

全
能
者
は
、
そ
の
意
思
を
守
る
人
た
ち
に
は
限
り
な
い
ね
ぎ
ら
い
を
、
そ
れ
に
背
く
人
た
ち
に
は
限
り
な
い
処
罰
を
用
意
し
て
い
ま
す
が
、
も
し
そ
の
ね
ぎ
ら
い
と
処
罰
が
、
は
っ

き
り
と
認
識
さ
れ
、
わ
た
し
た
ち
が
相
互
に
期
待
し
て
よ
い
些
細
で
束
の
間
の
互
酬
応
報
と
同
じ
く
ら
い
明
確
に
予
見
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
人
間

の
自
然
本
性
が
優
柔
非
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
、
そ
の
理
解
能
力
に
と
っ
て
ま
こ
と
不
向
き
な
対
象
の
壮
大
さ
に
啞
然
と
し
、
現
世
の
さ
さ
や
か
な
日
常
を
も
は
や

営
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
﹇
創
造
主
が
定
め
た
無
限
の
ね
ぎ
ら
い
と
処
罰
﹈
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
な
さ
れ
た
啓
示
よ
り
も
完
全
な
啓
示
に
よ
っ

て
摂
理
の
意
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
社
会
の
営
為
は
到
底
続
け
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
自
然
の
創
造
主
は
、
人
間
に
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
指
揮
す
る
準
則
が
ひ
と
つ
も
な
く
、
ま
た
、
そ
の
準
則
を
力
ず
く
で
守
ら
せ
る
権
威
を
も
つ
裁
判
官
が
ひ
と
り
も
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
人
間
を
、
世
人
を
直
接
裁
く
裁
判
官
に
仕
立
て
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
創
造
主
は
、
こ
の
点
で
も
、
ほ
か
の
多
く
の
計
ら
い
同
様
、
ご
自
身
に
似

せ
て
人
間
を
創
造
し
、
同
胞
市
民
の
態
度
を
監
督
す
る
た
め
に
、
地
上
の
代
理
人
に
任
命
し
た
の
で
す
。

世
人
は
、「
こ
ん
な
ふ
う
に
人
間
に
授
け
ら
れ
た
権
力
と
裁
判
管
轄
権
を
承
認
し
な
さ
い
。
自
分
が
人
間
の
譴
責
に
値
す
る
と
想
像
す
る
と
き
に
は
わ
な
な
き
、
人
間
の
喝
采
に
値

す
る
と
想
像
す
る
と
き
に
は
得
意
に
な
り
な
さ
い
」
と
、
自
然
に
よ
っ
て
教
わ
り
ま
す
。
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の
ふ
る
ま
い
を
見
る
・
居
る
と
推
定
さ
れ
る
公
平
な
観
察
者
は
、
実
在
の
観
察
者
全
員
の
意
見
が
一
致
し
て
荒
々
し
く
わ
た
し
た
ち
を
否
認
し
て
い
る
と

き
、
実
在
の
観
察
者
の
目
で
・
そ
の
立
ち
位
置
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
考
察
し
よ
う
と
努
め
ま
す
か
ら
、
彼
が
わ
た
し
た
ち
に
好
意
的
な
意
見

を
寄
せ
る
態
度
は
、
お
そ
る
お
そ
る
遠
慮
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
ん
な
状
況
で
は
、
胸
裏
の
こ
の
半
人
半
神
は
、
詩
人
に
や
ど
る
半
人
半
神
に
も
似
て
、
半
分
で
は
不
死
身
の
血
筋
を
継
ぐ
か
た
わ
ら
、
も
う
半
分
で

は
、
い
つ
か
は
衰
え
死
ぬ
境
涯
の
血
筋
を
継
い
で
い
る
よ
う
に
映
り
ま
す
。
彼
の
判
断
が
、
賛
辞
に
値
す
る
資
質
と
非
難
に
値
す
る
資
質
に
つ
い
て
の
感

覚
に
導
か
れ
、
ゆ
る
ぎ
な
く
力
強
く
下
さ
れ
る
と
き
、
彼
は
、
そ
の
神
々
し
い
血
筋
を
継
ぐ
も
の
に
似
つ
か
わ
し
く
行
動
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
無
知
・
無
力
な
人
間
が
く
だ
す
判
断
に
な
す
す
べ
も
な
く
ぎ
ょ
っ
と
し
・
お
ろ
お
ろ
す
る
と
き
、
彼
は
自
分
が
い
つ
か
衰
え
死
ぬ
境
涯
に
あ
る

血
筋
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
、
彼
の
素
性
の
神
々
し
い
半
面
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
的
な
半
面
に
似
つ
か
わ
し
く
行
動
し
て
い
る
と
映
り
ま
す
（
22
）。

（
22
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
文
章
は
、
わ
ず
か
な
違
い
は
あ
る
が
、
第
二
版
か
ら
第
五
版
で
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
世
人
の
眼
前
に
絶
え
ず
在
る
こ
の
下
級
の
法
廷
が
、
た
と
え
ど
ん
な
権
威
を
も
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
の
判
決
を
規
律
す
る
た
め
に
自
然
が
打
ち
立
て
た
原
理
と
準
則
に

背
い
て
判
断
す
れ
ば
、
人
々
は
こ
の
不
当
な
判
断
を
理
由
に
上
訴
で
き
る
と
感
じ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
上
級
の
法
廷
、
人
間
自
身
の
胸
の
な
か
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
法
廷
に
向
か
っ

て
、
こ
の
根
拠
薄
弱
・
不
公
平
な
判
決
の
不
正
義
を
矯
正
し
て
ほ
し
い
と
要
請
で
き
る
と
感
じ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
判
断
し
ま
す
が
、
自
然
は
、
こ
の
判
断
を
支
配
す
る
た
め
に
し
か
る
べ
き
諸
原
理
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
原
理
に
従
っ
て
わ
た
し
た
ち
が
判
断
す
る
限
り
、
つ
ま
り
、
自
然
が
喝
采
ま
た
は
糾
弾
の
適
切
な
対
象
に
し
て
い
な
い
も
の
を
喝
采
し
た
り
糾
弾
し
た
り
せ
ず
、
ま
た
、
自
然
が

そ
ん
な
対
象
に
し
て
い
る
場
合
で
も
そ
の
程
度
を
超
え
て
喝
采
し
た
り
糾
弾
し
た
り
し
な
い
限
り
、
わ
た
し
た
ち
の
判
断
は
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
法
に
と
っ
て
な
か
な
か
心
地

よ
い
わ
け
で
す
か
ら
、
破
棄
さ
れ
る
心
配
も
、
ど
ん
な
修
正
を
受
け
る
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
か
ら
判
断
さ
れ
る
人
物
は
、
自
分
で
も
そ
の
判
断
を
き
っ
と
是
認
す
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
わ
た
し
た
ち
の
境
遇
に
わ
が
身
を
置
く
と
き
、

わ
た
し
た
ち
が
彼
の
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
て
い
る
と
映
る
視
点
と
ま
さ
し
く
同
一
の
視
点
か
ら
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
、
自
分
に
つ
い
て

わ
た
し
た
ち
か
ら
表
明
さ
れ
る
感
情
を
知
り
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
も
、
公
平
な
観
察
者
の
目
に
も
、
自
分
は
そ
ん
な
感
情
を
注
が
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
き
っ

と
映
る
に
ち
が
い
な
い
と
悟
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
感
情
は
、
き
っ
と
そ
の
効
果
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
彼
に
生
み
出
す
に
ち
が
い
な
く
、
彼
は
、
受
け
て
当
然
の
報
い
で

あ
る
と
わ
が
目
に
映
る
そ
ん
な
喝
采
か
ら
、
得
意
満
面
の
自
己
是
認
感
情
を
い
だ
か
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
同
様
に
、
受
け
て
当
然
の
報
い
で
あ
る
と
自
覚
す
る
そ
ん
な
糾
弾
か
ら
、
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身
の
毛
の
よ
だ
つ
羞
恥
心
を
い
だ
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
種
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
き
、
そ
の
判
断
を
指
揮
す
る
た
め
に
自
然
が
打
ち
立
て
た
原
理
と
準
則
に
背
い
て
彼
に
喝
采
や
糾
弾

を
向
け
れ
ば
、
話
は
別
で
す
。
彼
が
わ
た
し
た
ち
の
境
遇
に
身
を
置
く
と
き
、
彼
に
は
喝
采
や
糾
弾
の
対
象
と
映
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
に
喝
采
や
糾
弾

を
向
け
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
、
彼
は
わ
た
し
た
ち
の
感
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
け
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
が
お
よ
そ
平
常
心
や
不
撓
不
屈
の
意
思
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
ん
な

感
情
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
る
の
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
す
ぎ
ず
、
好
意
的
な
判
定
に
よ
っ
て
大
い
に
気
を
高
ぶ
ら
せ
る
こ
と
も
、
否
定
的
な
判
定
に
よ
っ
て
大
い
に
気
を
滅
入
ら

せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
わ
た
し
た
ち
自
身
の
良
心
が
わ
た
し
た
ち
に
有
罪
の
宣
告
を
す
る
な
ら
ば
、
世
間
全
体
が
喝
采
を
贈
ろ
う
と
も
ほ
と
ん
ど
無
駄
で
し
ょ
う
し
、
わ

た
し
た
ち
が
自
分
の
胸
の
内
に
あ
る
法
廷
で
無
罪
の
宣
告
を
受
け
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
心
が
、
間
違
っ
て
い
る
の
は
世
人
の
ほ
う
で
あ
る
と
告
げ
る
な
ら
ば
、
世
人
み
な
が
否
認

し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
を
ふ
さ
ぎ
こ
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
で
す
。
胸
の
内
に
あ
る
こ
の
法
廷
は
、
上
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
行
動
す
べ
て
を
判
定
す
る
最
高
の
仲
裁
者
で
あ
り
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に

つ
い
て
世
人
が
こ
ぞ
っ
て
下
す
判
定
を
く
つ
が
え
し
、
喝
采
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
気
を
滅
入
ら
せ
、
あ
る
い
は
、
世
間
か
ら
譴
責
さ
れ
て
い
る
と
き
に
わ
た
し
た
ち

を
く
じ
け
さ
せ
な
い
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
胸
裏
の
法
廷
が
設
置
さ
れ
た
起
源
を
調
べ
る
と
、
そ
の
裁
判
管
轄
権
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
胸
裏
の
法
廷

に
よ
っ
て
ま
こ
と
頻
繁
に
・
ま
こ
と
正
当
に
覆
さ
れ
る
判
決
を
出
す
法
廷
の
権
威
に
、
ず
い
ぶ
ん
多
く
由
来
す
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
た
ち
が
初
め
て
世
間
に
出
て
い
く
と
、
人
を
喜
ば
せ
た
い
と
い
う
生
来
の
欲
望
か
ら
、
自
分
と
つ
き
あ
い
の
あ
る
す
べ
て
の
人
、
両
親
と
か
、
雇
い
主
と
か
、
仲
間
に
と
っ

て
ど
ん
な
態
度
が
い
か
に
も
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
そ
う
か
、
と
考
え
る
習
慣
が
身
に
つ
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
の
人
こ
の
人
と
応
対
し
、
し
ば
ら
く
は
物
好
き
に
も
、
皆
か

ら
善
意
と
是
認
を
得
る
と
い
う
不
可
能
で
ば
か
げ
た
企
画
を
追
い
求
め
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
万
人
か
ら
あ
ま
ね
く
是
認
を
得
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
達
成
不
可
能
で
あ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
す
ぐ
に
経
験
か
ら
教
わ
り
ま
す
。
も
っ
と
重
要
な
利
害
を

取
り
仕
切
る
よ
う
に
な
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
た
ち
ま
ち
悟
る
の
で
す
が
、
一
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
確
実
に
別
の
一
人
を
冷
遇
し
、
ま
た
、
一
人
の
個
人
に
調

子
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
勢
を
い
ら
立
た
せ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
相
手
の
動
機
の
適
切
さ
に
入
り
込
む
だ
け
の
率
直
さ
が
な
い
人
た
ち
、
ま
た
、
あ
る
ふ
る
ま
い
が

自
分
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
心
地
悪
く
て
も
、
相
手
の
境
遇
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
似
つ
か
わ
し
い
の
だ
と
理
解
す
る
だ
け
の
率
直
さ
が
な
い
人
た
ち
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ど
ん
な
に

公
正
で
衡
平
を
慮
る
ふ
る
ま
い
も
、
頻
繁
に
彼
ら
の
利
益
を
邪
魔
し
、
そ
の
欲
求
を
妨
害
す
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
不
公
平
な
判
断
か
ら
わ
が
身
を
守
る
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
自
身
と
わ
た
し
た
ち
が
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
と
の
間
に
立
つ
一
人
の
裁
判
官
を
、
自
分

の
心
の
中
に
設
立
す
る
こ
と
を
す
ぐ
に
学
び
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
な
か
な
か
率
直
で
衡
平
を
慮
る
人
物
の
面
前
で
行
動
す
る
自
分
の
姿
を
心
に
い
だ
き
ま
す
。
そ
の
人
物
は
、

わ
た
し
た
ち
自
身
と
も
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
利
害
を
左
右
さ
れ
る
人
た
ち
と
も
、
特
別
な
関
係
を
も
た
な
い
人
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
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そ
ん
な
場
合
、
恥
じ
入
り
・
打
ち
ひ
し
が
れ
た
人
間
を
効
験
あ
ら
た
か
に
な
ぐ
さ
め
る
唯
一
の
方
法
は
、
一
段
上
の
法
廷
に
訴
え
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
、
世
界
に
君
臨
し
何
も
か
も
見
通
し
て
い
る
裁
判
官
の
法
廷
で
あ
り
、
そ
の
目
は
決
し
て
欺
か
れ
ず
、
そ
の
判
断
は
け
っ
し
て
ね
じ
ま
げ
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
偉
大
な
法
廷
の
ま
え
で
は
、
時
至
れ
ば
彼
の
無
実
は
宣
言
さ
れ
、
最
終
的
に
彼
の
美
徳
は
ね
ぎ
ら
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
法
廷
の
無
謬

の
方
正
さ
に
寄
せ
る
堅
固
な
確
信
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
彼
は
、
わ
が
心
が
力
を
失
い
落
胆
し
て
い
て
も
、
胸
裏
の
人
が
困
惑
し
啞
然
と
し
て
い
て

も
、
く
じ
け
な
い
で
い
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
自
然
が
こ
の
胸
裏
の
人
を
設
立
し
た
の
は
、
現
世
に
お
い
て
潔
白
な
身
の
上
を
保
つ
だ
け
で
な
く
、
心

穏
や
か
さ
を
守
る
偉
大
な
守
護
者
と
し
て
で
あ
り
ま
し
た
が
。

現
世
で
の
わ
た
し
た
ち
の
幸
福
は
、
多
く
の
場
合
、
こ
ん
な
ふ
う
に
来
世
に
か
け
る
つ
つ
ま
し
い
希
望
と
期
待
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間

の
自
然
本
性
に
深
く
根
ざ
し
た
希
望
と
期
待
で
あ
っ
て
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、
人
間
の
自
然
本
性
は
、
そ
れ
自
身
の
尊
厳
に
つ
い
て
高
尚
な
観
念
を
棄
て

ず
に
保
つ
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、
死
が
刻
々
と
迫
り
く
る
境
涯
に
あ
る
と
い
う
物
憂
い
展
望
に
光
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
現
世

の
秩
序
が
乱
れ
て
き
わ
め
て
苛
烈
な
災
厄
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
災
厄
に
容
赦
な
く
見
舞
わ
れ
て
い
て
も
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、

人
間
の
自
然
本
性
は
明
朗
快
活
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

来
た
る
べ
き
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
だ
れ
し
も
き
ち
ん
と
公
正
な
処
遇
を
受
け
、
だ
れ
し
も
道
徳
的
資
質
・
知
的
資
質
に
お
い
て
自
分
と
本
当
に

同
等
で
あ
る
人
び
と
と
相
並
ん
で
格
付
け
ら
れ
る
。つ
つ
ま
し
い
才
覚
と
美
徳
は
、運
命
に
よ
っ
て
貶
め
ら
れ
、現
世
で
は
開
花
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、

ま
た
、
公
衆
に
知
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
本
人
も
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
確
信
を
ほ
と
ん
ど
持
て
ず
、
胸
裏
の
あ
の
人
で
さ
え
、
彼
の
た
め
に
克
明
・

明
晰
な
証
言
を
あ
え
て
し
よ
う
と
は
ほ
と
ん
ど
思
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
来
世
で
は
、
そ
ん
な
才
覚
・
美
徳
の
持
ち
主
の
控
え
め
で
・
物
言
わ
ぬ
・
知
る
人

も
な
い
功
労
は
、
現
世
で
最
高
の
名
声
を
享
受
し
て
い
た
人
と
同
列
に
、
あ
る
い
は
、
有
利
な
境
遇
の
お
か
げ
で
こ
の
上
な
く
華
々
し
く
目
も
く
ら
む
よ

う
な
行
動
を
演
じ
る
力
を
も
っ
て
い
た
人
と
同
列
に
、
と
き
に
は
、
そ
の
上
位
に
置
か
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
教
え
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
ま
こ
と
深
遠
な
威
厳
を
た
た
え
、
人
間
の
自
然
本
性
の
弱
さ
に
ま
こ
と
心
地
よ
く
、
人
間
の
自
然
本
性
の
麗
し
さ
を
ま

こ
と
引
き
立
て
る
の
で
、
こ
の
教
え
を
疑
う
非
運
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
有
徳
な
人
が
そ
れ
を
信
じ
た
い
と
き
わ
め
て
真
摯
・
痛
切
に
願
わ
ず
に
は
と
て
も

い
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
こ
の
教
え
を
ひ
と
き
わ
熱
心
に
唱
道
す
る
人
た
ち
は
、
来
世
で
分
配
さ
れ
る
定
め
の
ね
ぎ
ら
い
と
処
罰
を
説
き
ま
し
た
が
、
そ

の
な
か
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
感
情
と
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
賞
罰
の
分
配
が
あ
り
ま
し
た
。
も
し
そ
ん
な
こ
と
が
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な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
教
え
は
瀆
神
者
の
あ
ざ
け
り
に
さ
ら
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

34
「
抜
け
目
な
い
ご
機
嫌
取
り
は
、
誠
実
で
働
き
も
の
の
廷
臣
よ
り
も
し
ば
し
ば
優
遇
さ
れ
る
」、「
か
し
づ
き
、
お
世
辞
を
い
う
こ
と
が
、
手
柄
を
あ

て
も
、
そ
の
人
は
父
で
も
な
く
、
兄
弟
で
も
な
く
、
友
人
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
正
体
は
、
人
一
般
、
公
平
な
観
察
者
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
他
人
の
ふ
る
ま
い
を
見
る
と

き
と
同
じ
く
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度
で
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
考
察
す
る
人
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
そ
ん
な
人
物
の
境
遇
に
わ
が
身
を
置
く
と
き
、
自
分
自
身
の
行
動
が
わ
が
目
に
心
地
よ
い
様
相
で
映
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
そ
ん
な
観
察
者
な
ら
わ
た
し
た
ち
を

支
配
し
た
す
べ
て
の
動
機
に
入
り
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
と
感
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
世
間
の
判
断
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
相
変
わ
ら
ず
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
態
度
を
喜
び
、

仲
間
の
譴
責
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
は
是
認
感
情
を
注
が
れ
る
の
が
正
当
で
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
み
な
す
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

逆
に
、
胸
の
内
側
の
人
が
わ
た
し
た
ち
に
有
罪
の
宣
告
を
す
る
な
ら
ば
、
世
人
の
ど
ん
な
大
歓
声
も
無
知
と
愚
劣
か
ら
く
る
騒
音
と
響
く
だ
け
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の

公
平
な
裁
判
官
の
役
柄
に
扮
す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
彼
の
嫌
悪
感
と
不
満
足
を
い
だ
い
て
自
分
の
行
動
を
な
が
め
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
気
弱
な
人
、
見
栄
っ
張
り
、
軽
薄
な
人
は
、
ど
ん
な
根
も
葉
も
な
い
譴
責
に
も
気
を
滅
入
ら
せ
、
ど
ん
な
見
当
は
ず
れ
の
喝
采
に
も
晴
れ
や
か
な
気
分
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
人
た
ち
は
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
に
自
ら
が
下
す
べ
き
評
価
に
つ
い
て
、
胸
の
内
側
の
裁
判
官
に
相
談
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。
自
然
は
、
彼

ら
の
全
行
動
を
裁
く
最
高
の
裁
判
官
と
し
て
、
胸
に
や
ど
る
こ
の
同
行
者
、
こ
の
抽
象
的
な
人
、
世
人
の
代
表
者
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
代
役
を
創
設
し
た
の
に
、
彼
ら
が

こ
の
裁
判
官
に
上
訴
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
下
級
審
の
判
定
で
事
足
れ
り
と
し
ま
す
。
彼
ら
の
仲
間
、
彼
ら
が
と
も
に
暮
ら
し
、
つ
き
あ
っ
て
い
る
特
定

の
人
た
ち
の
是
認
こ
そ
、
概
し
て
彼
ら
が
夢
見
る
最
終
目
標
で
し
た
。
こ
れ
を
手
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
喜
び
は
完
結
し
、
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
す
っ

か
り
落
胆
し
ま
す
。
彼
ら
は
上
級
の
裁
判
所
に
訴
え
よ
う
な
ど
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
上
級
審
の
判
定
を
申
請
し
た
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
上
級
審
の
手
続
を
定
め

た
準
則
と
形
式
を
ま
る
っ
き
り
知
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
世
間
が
彼
ら
に
権
利
侵
害
を
加
え
る
と
き
、
彼
ら
は
自
力
で
公
正
な
待
遇
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
世
間
の

奴
隷
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
ど
ん
な
場
合
に
も
胸
の
内
側
の
裁
判
官
に
常
に
訴
え
て
き
た
人
に
つ
い
て
は
、
話
は
違
い
ま
す
。
こ
の
人
は
、
世
間
が
何
を
是
認
ま
た
は
否
認
す
る
か
で
は
な
く
、
こ

の
公
平
な
観
察
者
の
目
に
は
何
が
是
認
ま
た
は
否
認
さ
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対
象
と
映
る
か
、
と
考
え
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。
彼
が
常
日
頃
も
っ
ぱ
ら
恋
い
焦
が
れ

て
き
た
喝
采
、
常
日
頃
も
っ
ぱ
ら
恐
れ
て
き
た
譴
責
は
、
こ
の
最
高
の
仲
裁
者
が
彼
の
ふ
る
ま
い
に
く
だ
す
判
断
で
す
。
こ
の
最
終
判
定
に
比
べ
れ
ば
、
世
人
が
こ
ぞ
っ
て
い
だ
く

感
情
は
、
全
然
こ
だ
わ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ん
の
小
さ
な
意
義
し
か
な
い
と
映
り
、
彼
は
、
世
人
の
好
意
的
な
判
断
に
よ
っ
て
大
し
て
気
を
高
ぶ
ら
せ
た
り
、
ま
た
、
世

人
の
ど
ん
な
に
不
利
な
判
断
に
よ
っ
て
も
大
し
て
落
ち
込
ん
だ
り
は
し
ま
せ
ん
。
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げ
た
り
従
軍
し
た
り
す
る
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
昇
進
へ
の
近
道
・
手
堅
い
道
で
あ
る
」、「
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
、
セ
ン
ト
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
宮
殿
で
一
つ
陣
を

張
る
こ
と
は
（
23
）、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
地
で
ふ
た
つ
陣
を
張
る
こ
と
に
匹
敵
す
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
」。
深
い
威
厳
を
た
た
え
、
し
か
し
不

満
を
も
つ
多
く
の
老
将
が
、
こ
ん
な
苦
情
を
口
に
す
る
の
を
わ
た
し
た
ち
は
み
な
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
他
方
で
、
こ
の
上
も
な
く
ひ
ど
い
叱
責
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
が
、
地
上
の
君
主
の
非
力
に
さ
え
浴
び
せ
ら
れ
、
正
義
の
一
作
用
と
し
て
神
意
の

完
成
に
事
寄
せ
て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
祈
り
を
捧
げ
る
義
務
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
を
公
私
に
わ
た
り
礼
拝
す
る
こ
と
は
、
来
世
で
ね
ぎ

ら
い
を
受
け
た
り
処
罰
を
免
除
さ
れ
た
り
す
る
資
格
を
取
得
さ
せ
る
唯
一
の
美
徳
で
あ
る
と
、
美
徳
も
才
能
も
あ
る
人
た
ち
で
さ
え
説
示
し
て
き
ま
し

た
。
そ
ん
な
信
仰
の
義
務
は
、
お
そ
ら
く
、
彼
ら
の
身
分
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
美
徳
で
あ
り
、
こ
の
点
に
か
け
て
は
彼
ら
自
身
、
大
概
卓
越
し
て

い
ま
し
た
が
、
自
然
本
性
か
ら
す
る
と
わ
た
し
た
ち
は
み
な
自
分
の
人
柄
の
卓
越
し
た
点
を
つ
い
過
大
評
価
し
ま
す
。

雄
弁
で
学
問
も
あ
る
マ
シ
ヨ
ン
が
、
カ
テ
ィ
ナ
連
隊
の
軍
旗
に
祝
禱
を
捧
げ
る
と
き
披
露
し
た
講
話
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
説
経
が
将
官
に
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

「
皆
さ
ん
、
あ
な
た
方
の
境
遇
に
は
き
わ
め
て
惨
憺
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
軍
事
の
奉
仕
と
義
務
た
る
や
、
ど
ん
な
に
禁
欲
的
な
修
道
院
生
活
の

厳
格
さ
・
過
酷
さ
を
も
し
の
ぐ
こ
と
が
あ
る
の
に
、
そ
ん
な
つ
ら
く
苦
痛
に
み
ち
た
生
活
で
あ
な
た
方
を
さ
い
な
む
苦
し
み
は
、
来
世
の
暮
ら
し
に
は
常

に
無
益
で
あ
り
、
現
世
の
生
活
に
と
っ
て
も
大
抵
は
無
益
な
の
で
す
か
ら
。
悲
し
い
か
な
、
肉
体
に
苦
行
を
強
い
て
解
脱
し
・
肉
体
を
精
神
に
服
従
さ
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
修
道
士
は
、
一
人
き
り
で
僧
房
に
こ
も
り
ま
す
が
、
見
返
り
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
希
望
を
も
ち
、
ま
た
、
神
の
く
び
き
を
和
ら
げ
る

恩
寵
に
人
知
れ
ず
陶
酔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
方
は
と
い
え
ば
、
死
の
床
に
あ
っ
て
、
諸
君
の
仕
事
か
ら
く

る
疲
労
や
日
々
の
試
練
を
神
に
説
示
す
る
勇
気
を
も
て
ま
す
か
。
神
を
口
説
い
て
な
に
か
見
返
り
を
与
え
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
さ
せ
る
勇
気
を
も
て
ま

す
か
。
い
っ
た
い
、
諸
君
が
寝
食
忘
れ
て
お
こ
な
い
、
わ
が
身
を
痛
め
つ
け
て
き
た
一
切
の
所
業
の
う
ち
、
神
が
最
後
の
審
判
に
向
け
て
評
価
す
べ
き
こ

と
が
何
か
あ
り
ま
す
か
。
し
か
し
、
あ
な
た
方
の
人
生
の
最
良
の
日
々
は
、
諸
君
の
職
に
捧
げ
ら
れ
、
十
年
間
の
軍
務
は
、
あ
な
た
方
の
体
を
擦
り
減
ら

し
、
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
全
生
涯
を
悔
悟
と
苦
行
に
費
や
し
た
と
し
て
も
及
ば
な
い
消
耗
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
悲
し
い
か
な
、
兄
弟
よ
、
こ
ん
な
苦
し

み
の
う
ち
、
た
っ
た
一
日
で
も
、
神
の
た
め
に
聖
な
る
も
の
と
し
て
捧
げ
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
、
あ
な
た
方
は
永
遠
の
幸
福
を
手
に
し
て
い
た

で
し
ょ
う
に
。
自
然
本
性
を
痛
め
つ
け
る
た
っ
た
一
度
の
行
い
が
神
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
聖
人
た
ち
の
遺
産
を
確
実
に
手
に
し
て
い
た
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で
し
ょ
う
に
。
と
も
か
く
、
諸
君
は
自
然
本
性
を
痛
め
つ
け
る
あ
ら
ゆ
る
行
い
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
現
世
の
た
め
で
あ
り
、
無
駄
骨
で
し
た
（
24
）。」

35

以
上
の
よ
う
に
、
修
道
院
が
肉
体
に
課
す
不
毛
な
苦
行
を
、
戦
争
が
肉
体
に
課
す
凜
と
し
た
孤
高
の
試
練
・
危
難
と
比
較
し
た
り
、
ま
た
、
世
界
に

君
臨
す
る
偉
大
な
裁
判
官
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
修
道
院
で
費
や
さ
れ
る
一
日
あ
る
い
は
一
時
間
の
ほ
う
が
、
軍
隊
で
誇
ら
し
く
送
ら
れ
る
全
生
涯
よ
り
も

多
く
の
功
労
を
有
す
る
と
推
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
感
情
に
ま
ち
が
い
な
く
反
し
、
軽
蔑
や
賞
賛
の
念
を
規
律
す
る
と

き
守
り
な
さ
い
と
自
然
か
ら
教
わ
っ
た
原
理
に
こ
と
ご
と
く
反
し
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
精
神
こ
そ
、
修
道
士
や
托
鉢
僧
、
ま
た
、
彼
ら
と
似
た
よ
う
に
ふ
る
ま
い
語
ら
う
人
々
に
は
天
国
を
用
意
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
、

多
く
の
人
た
ち
に
、
地
獄
落
ち
の
有
罪
宣
告
を
下
し
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
有
罪
宣
告
を
受
け
た
人
の
な
か
に
は
、
昔
日
の
英
雄
、
政
治
家
や
立
法
者
、

詩
人
や
哲
学
者
の
す
べ
て
、
ま
た
、
暮
ら
し
の
必
需
品
・
便
利
品
・
装
飾
品
の
生
産
に
貢
献
す
る
技
術
の
発
明
者
や
改
良
者
や
名
工
た
ち
の
す
べ
て
、
ま

た
、
人
類
の
偉
大
な
守
護
者
や
教
師
や
恩
人
た
ち
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
賛
辞
に
値
す
る
資
質
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
自
然
に
い
だ
く
感
覚
か

ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
こ
そ
最
高
の
功
労
と
無
比
の
高
貴
な
美
徳
は
帰
属
す
る
と
み
な
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

天
高
く
仰
ぎ
見
る
べ
き
こ
の
教
え
が
、こ
ん
な
に
も
奇
妙
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、軽
蔑
と
あ
ざ
け
り
に
さ
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
す

ま
い
。
少
な
く
と
も
、
敬
虔
で
思
索
的
な
美
徳
に
大
し
た
審
美
眼
も
嗜
好
も
お
そ
ら
く
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
に
向
か
っ
て
説
か
れ
れ
ば
そ
う
で
し
ょ
う

（
ａ
）（
25
）。

（
23
）
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
と
ブ
リ
テ
ン
の
宮
廷
を
さ
す
。

（
24
）Jean-Baptiste
M
assillon

（1663
－1742

）
は
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
の
人
気
が
あ
っ
た
説
教
師
で
あ
り
、
一
七
一
七
年
にClerm

ont-Ferrand

司
教
に
な
っ
た
。
引
用
は
、
彼
の‘D

iscours

pronouncé
à
une
bénédiction

des
drapeaux

du
régim

entde
Catinat’.W

N
V
.i.e.29

,
お
よ
びD

avid
H
um
e,
Enquiry,

IX
.1
.iii.

参
照
。

（
ａ
）See
V
oltaire.

V
ous
y
grillez

sage
etdocte

Platon,

D
ivin
H
om
ere,
eloquentCiceron,

etc.

﹇『
道
徳
感
情
論
』（
上
）
水
田
訳
、
四
一
四
頁
参
照
﹈

（
25
）V

oltaire,
La
Pucelle

d’O
rléans

（1762

）,chant5
.
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第
三
章

良
心
に
そ
な
わ
る
支
配
力
と
威
厳
に
つ
い
て
（
26
）

1

し
か
し
で
す
。
自
分
自
身
の
良
心
に
や
ど
る
是
認
感
情
が
、
尋
常
な
ら
ざ
る
場
面
で
人
間
の
気
弱
さ
を
安
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
し
、

ま
た
、
居
る
と
推
定
さ
れ
る
公
平
な
観
察
者
、
胸
裏
の
偉
大
な
同
行
者
の
証
言
が
、
そ
れ
だ
け
で
人
間
を
く
じ
け
な
い
よ
う
に
支
え
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
原
理
の
支
配
力
と
威
厳
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
、
こ
の
胸
の
内
側
の
裁
判
官
に
相
談
し
な
け

れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
自
身
と
深
く
か
か
わ
る
事
柄
を
そ
の
適
切
な
形
状
・
奥
行
き
で
理
解
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
ず
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の

利
害
と
他
人
の
利
害
を
適
切
に
比
較
衡
量
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
ま
せ
ん
。

2

肉
眼
に
映
る
対
象
は
大
き
く
見
え
た
り
小
さ
く
見
え
た
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
対
象
の
本
当
の
大
き
さ
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
対
象
が
置
か
れ
た

位
置
か
ら
の
距
離
が
近
い
か
遠
い
か
に
よ
っ
て
そ
う
見
え
る
わ
け
で
す
。
し
か
ら
ば
、
生
ま
れ
つ
き
心
に
備
わ
る
目
と
名
付
け
て
よ
い
器
官
に
対
象
が
映

る
理
屈
も
同
様
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
器
官
の
欠
点
を
わ
た
し
た
ち
が
矯
正
す
る
方
法
も
ま
っ
た
く
同
様
で
す
。

わ
た
し
が
今
い
る
と
こ
ろ
か
ら
芝
生
や
森
や
遠
く
の
山
々
の
広
大
な
風
景
を
み
る
と
、
わ
た
し
が
書
き
物
を
す
る
傍
ら
の
小
さ
な
窓
に
す
っ
ぽ
り
収
ま

る
ほ
ど
で
し
か
な
く
、
わ
た
し
が
座
っ
て
い
る
部
屋
と
比
べ
て
ま
っ
た
く
桁
外
れ
に
小
さ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
大
き
な
対
象
と
、
身
の
周
り
の

小
さ
な
対
象
を
比
較
し
て
正
当
な
判
断
を
下
す
に
は
、
少
な
く
と
も
空
想
の
世
界
で
、
わ
た
し
自
身
の
居
場
所
を
別
の
と
こ
ろ
に
移
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
そ
こ
に
立
っ
て
ほ
ぼ
等
距
離
に
位
置
す
る
両
方
の
対
象
を
測
量
で
き
、
そ
れ
と
相
ま
っ
て
両
対
象
の
真
の
比
率
に

つ
い
て
な
に
が
し
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

わ
た
し
は
、
習
慣
と
経
験
か
ら
教
わ
っ
て
こ
の
方
法
を
い
と
も
簡
単
に
、
ま
こ
と
す
ば
や
く
使
う
こ
と
が
で
き
、
自
分
で
も
そ
う
と
は
気
づ
か
な
い
ほ

ど
で
す
が
、
さ
ら
に
、
視
覚
に
つ
い
て
の
学
問
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
初
め
て
、「
遠
く
に
あ
る
対
象
の

本
当
の
大
き
さ
の
知
識
を
も
と
に
し
て
、
想
像
力
が
そ
れ
を
膨
ら
ま
せ
た
り
伸
ば
し
た
り
し
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
対
象
は
ど
ん
な
に
小
さ
く
眼
に
映
る
こ

と
か
」
と
す
っ
か
り
納
得
で
き
る
の
で
す
（
27
）。
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3

同
様
に
、
人
間
の
自
然
本
性
に
は
、
私
事
に
か
ま
け
る
・
当
初
に
湧
く
情
念
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
見
る
と
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
と
て
も
小

さ
な
利
益
の
得
失
は
、
も
の
す
ご
く
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
に
映
り
、
ま
た
、
ひ
と
き
わ
狂
お
し
い
喜
び
や
悲
し
み
、
ひ
と
き
わ
熱
烈
な
欲
望
や
嫌
悪

感
を
搔
き
立
て
る
の
で
あ
っ
て
、わ
た
し
た
ち
と
は
特
別
な
縁
が
な
い
他
人
の
ど
ん
な
に
深
い
関
心
事
も
そ
れ
に
は
遠
く
及
び
ま
せ
ん
。他
人
の
利
益
は
、

こ
の
立
ち
位
置
か
ら
測
量
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
利
益
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
衡
量
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の

利
益
は
、
わ
た
し
た
ち
の
行
動
を
け
っ
し
て
制
止
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
利
益
の
促
進
を
見
込
め
る
こ
と
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
他

人
に
破
滅
的
で
あ
ろ
う
と
何
で
も
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
ん
な
彼
我
の
対
立
す
る
利
益
を
適
切
に
比
較
衡
量
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
わ
た
し
た
ち
の
立
ち
位
置
を
替
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
対
立
す
る
利

益
を
な
が
め
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
立
つ
べ
き
は
自
分
自
身
の
場
所
で
も
、
他
人
の
場
所
で
も
な
く
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
が
使
う
べ
き
は
自
分
自
身

の
目
で
も
、
他
人
の
目
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
立
つ
べ
き
場
所
、
使
う
べ
き
目
は
、
わ
た
し
た
ち
の
だ
れ
と
も
特
定
の
関
係
を
持
た
ず
、
わ

た
し
た
ち
の
間
に
立
っ
て
公
平
に
判
断
を
下
す
、
第
三
者
の
そ
れ
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
習
慣
と
経
験
か
ら
教
わ
っ
て
こ
の
方
法
を
い
と
も
簡
単
に
、
ま
こ
と
す
ば
や
く
使
う
こ
と
が
で
き
、
自
分
で
も
そ
う
と

は
気
づ
か
な
い
ほ
ど
で
す
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
で
も
、
内
省
、
い
や
学
問
で
さ
え
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

と
き
初
め
て
、「
適
切
さ
と
正
義
の
感
覚
が
、
わ
た
し
た
ち
の
感
情
の
自
然
な
不
均
衡
を
矯
正
せ
ず
そ
の
ま
ま
放
任
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
隣
人
の

ど
ん
な
に
重
大
な
関
心
事
に
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
こ
と
が
い
か
に
少
な
く
、
隣
人
に
関
係
す
る
ど
ん
な
事
柄
に
も
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
に
少
な

い
か
」
と
納
得
で
き
る
の
で
す
。

4

中
国
の
大
帝
国
が
、
そ
の
無
数
の
住
民
も
ろ
と
も
に
地
震
で
突
如
大
地
に
呑
み
込
ま
れ
た
と
仮
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地

に
い
る
情
け
深
い
人
が
、
そ
の
地
域
と
縁
も
ゆ
か
り
も
ま
っ
た
く
な
い
の
に
、
こ
の
お
ぞ
ま
し
い
災
厄
の
知
ら
せ
を
受
け
取
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
心
を
動
か

（
26
）
本
章
の
最
初
の
十
一
個
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
大
部
分
の
テ
キ
ス
ト
は
、III.2

へ
の
追
加
と
し
て
第
二
版
で
入
れ
ら
れ
、
ま
た
、
本
章
の
ほ
か
の
部
分
は
、
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。

（
27
）‘O

fthe
ExternalSenses’,54

（in
EPS

）
参
照
。
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さ
れ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

わ
た
し
の
想
像
で
は
、
こ
の
人
は
何
は
さ
て
お
き
、
そ
の
不
幸
な
人
々
の
非
運
を
案
じ
て
悲
し
み
を
と
て
も
強
烈
に
表
現
す
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、

人
間
の
生
活
が
よ
る
べ
な
く
、
一
生
懸
命
働
い
て
も
こ
ん
な
ふ
う
に
一
瞬
で
灰
燼
に
帰
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
む
な
し
い
と
、
物
憂
げ
に
あ
れ
こ
れ
と
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
彼
が
理
論
家
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
惨
事
が
与
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
業
へ
の
影
響
、
ま
た
、
世
界
の
貿
易
と

産
業
へ
の
全
般
的
影
響
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
推
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
洗
練
さ
れ
た
哲
学
が
ひ
と
通
り
済
み
、
い
っ
た
ん

こ
う
し
た
思
い
や
り
深
い
感
情
が
ひ
と
し
き
り
す
べ
て
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
と
、彼
は
自
分
の
仕
事
や
楽
し
み
を
追
い
求
め
、休
息
・
気
晴
ら
し
を
し
て
、

ま
る
で
そ
ん
な
災
害
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
も
同
然
に
、
く
つ
ろ
ぎ
、
心
穏
や
か
さ
を
味
わ
う
で
し
ょ
う
。

人
は
、ど
ん
な
に
と
る
に
た
ら
な
い
災
い
で
あ
っ
て
も
、わ
が
身
に
降
り
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
な
ら
ば
、も
っ
と
真
剣
に
思
い
煩
う
で
し
ょ
う
。

も
し
こ
の
人
が
自
分
の
小
指
を
明
日
失
う
定
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
今
晩
、
眠
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
一
方
、
一
億
人
の
同
胞
市
民
が
破
滅
し
て
い

る
さ
な
か
、
彼
ら
と
一
度
も
会
わ
な
い
か
ぎ
り
は
、
す
っ
か
り
安
心
し
き
っ
て
い
び
き
を
か
く
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
と
き
、
こ
の
膨
大
な
数
の
人
た
ち
の

破
滅
が
、
彼
に
と
っ
て
わ
が
身
の
愚
に
も
つ
か
な
い
あ
の
非
運
よ
り
も
小
さ
な
関
心
事
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
（
28
）。

で
は
、情
け
深
い
人
は
、こ
の
愚
に
も
つ
か
な
い
非
運
が
わ
が
身
に
ふ
り
か
か
る
の
を
予
防
す
る
た
め
に
、一
億
人
の
同
胞
市
民
と
会
っ
た
こ
と
が
ま
っ

た
く
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
命
を
す
す
ん
で
犠
牲
に
し
た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
思
う
だ
け
で
人
間
の
自
然
本
性
は
ぎ
ょ
っ
と
し
て
身
の
毛
が
よ
だ

つ
の
で
あ
っ
て
、
世
の
中
は
、
ど
ん
な
に
堕
落
し
腐
り
切
っ
た
と
き
で
も
、
そ
ん
な
考
え
を
い
だ
け
る
ほ
ど
の
悪
党
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
な
ぜ
こ
ん
な
違
い
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
の
他
律
的
心
情
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
ま
こ
と
あ
さ
ま
し
く
・
ま
こ
と
私
事
に

か
ま
け
る
の
に
、
わ
た
し
た
ち
の
自
律
的
原
理
が
し
ば
し
ば
ま
こ
と
高
潔
無
私
・
ま
こ
と
気
高
い
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た

し
た
ち
は
い
つ
も
、
他
人
に
か
か
わ
る
こ
と
よ
り
も
自
分
自
身
に
か
か
わ
る
こ
と
に
、
は
る
か
に
ず
っ
と
深
く
心
を
動
か
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
高

潔
無
私
の
人
は
、
ど
ん
な
場
合
に
も
、
自
分
自
身
の
利
益
を
よ
り
大
き
な
他
人
の
利
益
の
た
め
に
犠
牲
に
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
り
、
け
ち
で
不
親
切
な

人
だ
っ
て
多
く
の
場
合
に
そ
ん
な
気
に
な
る
の
は
、
何
の
力
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。

自
己
愛
の
き
わ
め
て
強
力
な
衝
動
を
こ
ん
な
ふ
う
に
打
ち
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
情
け
深
さ
の
温
和
な
力
で
は
な
く
、
ま
た
、
自
然
が
人
間
の
胸

に
灯
し
た
・
他
人
の
幸
せ
を
望
む
か
す
か
な
ひ
ら
め
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
29
）。
そ
ん
な
場
面
で
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
も
っ
と
強
い
力
、
も
っ
と
力
ず
く
で

四
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迫
る
動
機
で
す
。

そ
れ
は
、
理
性
、
原
理
、
良
心
、
胸
裏
の
住
人
、
胸
の
内
側
の
人
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
裁
く
偉
大
な
裁
判
官
・
仲
裁
人
で
す
。
彼
こ
そ
、
わ

た
し
た
ち
が
他
人
の
幸
福
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
動
を
い
ざ
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
い
つ
も
、
ど
ん
な
に
身
の
程
知
ら
ず
の
情
念
も
肝
を
つ
ぶ
す

声
で
、「
わ
た
し
た
ち
は
大
勢
の
な
か
の
一
人
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
い
る
ほ
か
の
人
よ
り
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
い
」、「
わ
た
し
た
ち
は
、

ま
こ
と
恥
知
ら
ず
に
・
見
境
な
く
わ
が
身
を
他
人
に
優
先
さ
せ
れ
ば
、
憤
り
・
忌
避
・
嫌
忌
の
適
切
な
対
象
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く

れ
ま
す
。
わ
れ
と
わ
が
身
に
か
か
わ
る
一
切
が
、
実
は
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
な
の
だ
と
わ
た
し
た
ち
に
思
い
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
は
、
彼
を
お
い
て
ほ
か
に

い
ま
せ
ん
し
、
自
然
に
任
せ
て
お
け
ば
間
違
っ
た
姿
で
立
ち
現
れ
る
自
己
愛
を
矯
正
で
き
る
の
は
、
こ
の
公
平
な
観
察
者
の
目
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
り
ま

せ
ん
。
彼
こ
そ
、「
高
潔
無
私
は
適
切
で
あ
り
、
不
正
義
は
醜
い
」、「
わ
た
し
た
ち
自
身
の
利
益
が
ど
ん
な
に
大
き
か
ろ
う
と
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
大
き

な
他
人
の
利
益
の
た
め
に
キ
ッ
パ
リ
そ
れ
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
自
身
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
大
き
な
便
益
で
あ
ろ
う
と
、
そ

れ
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
ど
ん
な
に
軽
微
で
あ
っ
て
も
醜
い
」
と
示
し
て
く
れ
る
人
な
の
で
す
。

多
く
の
場
面
で
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
こ
ん
な
神
々
し
い
美
徳
を
実
践
さ
せ
る
の
は
、
隣
人
愛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
人
類
愛
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
一
般
に
そ
ん
な
場
面
で
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
強
い
愛
、
も
っ
と
力
強
い
心
の
動
き
、
つ
ま
り
、
誇
ら
し
く
気
高
い
も
の
へ
の

愛
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
人
柄
の
麗
し
さ
・
尊
厳
・
卓
越
性
を
愛
す
る
気
持
ち
で
す
。

5

他
人
の
幸
・
不
幸
が
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
ど
こ
か
左
右
さ
れ
る
場
合
、
自
己
愛
は
わ
た
し
た
ち
に
「
多
く
の
人
の
利
益
よ
り
一
人
の

利
益
を
優
先
し
な
さ
い
」
と
示
唆
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
ま
す
。
胸
の
内
側
の
人
は
た
ち
ま
ち
、「
わ
た
し
た
ち

が
わ
が
身
を
過
大
に
評
価
し
、
他
人
を
過
小
に
評
価
し
て
い
る
」、「
そ
う
す
る
こ
と
で
わ
た
し
た
ち
自
身
は
同
胞
市
民
か
ら
軽
蔑
と
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ

る
の
が
適
切
な
対
象
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
感
情
は
（
30
）、
並
外
れ
た
豪
胆
と
美
徳
の
持
ち
主
だ
け
に
や
ど
る
の
で
は
あ

（
28
）H

um
e,
Treatise,

II.iii.3
.

参
照
。

（
29
）H

utcheson,
Inquiry

into
the
O
riginalofour

Ideas
ofBeauty

and
Virtue

（1725

）,II.2
.ii-iii

お
よ
びH

um
e,
Enquiry,

IX
.

と
対
照
せ
よ
。

（
30
）
§
5
の
こ
の
文
以
下
の
文
章
と
§
6
の
全
部
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。
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り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
り
に
す
ぐ
れ
た
兵
士
な
ら
、「
も
し
自
分
が
危
険
に
縮
み
上
が
る
た
ち
で
、
軍
務
を
首
尾
よ
く
遂
行
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
命
を

危
険
に
さ
ら
し
た
り
投
げ
打
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
そ
れ
を
た
め
ら
う
兵
隊
だ
と
思
わ
れ
で
も
す
れ
ば
、
仲
間
か
ら
ば
か
に
さ
れ
る
だ
ろ

う
」
と
感
じ
ま
す
か
ら
、
こ
の
感
情
は
、
そ
ん
な
兵
士
皆
の
胸
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

6

一
対
一
の
私
人
の
間
柄
で
も
、
み
ず
か
ら
の
便
益
を
図
っ
て
相
手
を
傷
つ
け
た
り
権
利
侵
害
を
加
え
た
り
す
る
ほ
ど
に
、
わ
が
身
を
優
先
さ
せ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
一
方
の
便
益
が
他
方
の
傷
害
や
権
利
侵
害
よ
り
ず
っ
と
大
き
か
ろ
う
と
そ
う
で
す
。

人
は
貧
し
く
と
も
金
持
ち
か
ら
財
産
を
騙
し
取
っ
た
り
盗
み
取
っ
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。た
と
え
、そ
ん
な
財
産
の
獲
得
に
よ
る
貧
者
の
便
益
が
、

財
産
の
喪
失
に
よ
る
富
者
の
被
害
よ
り
ず
っ
と
大
き
か
ろ
う
と
そ
う
で
す
。
こ
の
場
合
で
も
ま
た
、
胸
の
内
側
の
人
は
た
ち
ま
ち
、「
自
分
が
隣
人
よ
り

も
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
」、「
こ
の
不
当
な
優
先
に
よ
っ
て
自
分
は
世
人
の
軽
蔑
と
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
、
同
時
に
、
そ
の
軽
蔑
と
怒
り
か

ら
世
人
が
つ
い
加
え
て
や
り
た
い
と
自
然
に
思
う
に
ち
が
い
な
い
罰
を
加
え
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま

す
。人
間
社
会
の
安
全
と
平
和
の
全
体
は
、し
か
る
べ
き
神
聖
な
準
則
が
そ
れ
な
り
に
守
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
ま
せ
ん
が
、こ
の
人
の
罪
状
は
、

そ
ん
な
神
聖
な
準
則
の
ひ
と
つ
を
踏
み
に
じ
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

世
間
並
み
の
誠
実
さ
を
も
つ
人
な
ら
ば
、
わ
が
身
に
な
ん
の
落
ち
度
も
な
い
の
に
起
こ
り
か
ね
な
い
ど
ん
な
ひ
ど
い
外
界
の
災
厄
よ
り
も
、
そ
ん
な
罪

状
の
行
動
が
内
心
に
も
た
ら
す
不
名
誉
に
ぞ
っ
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
自
分
の
心
に
永
久
に
刻
印
す
る
消
え
な
い
汚
点
に
お
の
の
い
て
、
あ
の
偉
大
な
ス

ト
ア
の
格
率
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
心
の
奥
に
感
じ
ま
す
。「
ど
ん
な
物
で
も
他
人
か
ら
不
当
に
奪
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
他
人
の
損
害
や
不
利
に
乗
じ

て
自
分
自
身
の
利
得
を
不
当
に
増
進
す
る
こ
と
は
、
死
よ
り
も
貧
困
よ
り
も
痛
み
よ
り
も
、
要
す
る
に
、
自
分
の
身
体
や
物
質
的
条
件
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
ど
ん
な
非
運
よ
り
も
、
自
然
に
反
す
る
（
31
）。」

7

た
し
か
に
、
他
人
の
幸
・
不
幸
が
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
ど
こ
も
左
右
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
利
害

が
他
人
の
利
害
か
ら
截
然
と
分
け
隔
て
ら
れ
・
引
き
離
さ
れ
て
お
り
、
双
方
の
利
害
の
あ
い
だ
に
ま
っ
た
く
提
携
も
競
合
も
な
い
場
合
で
す
。
そ
ん
な
と

き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
自
身
が
か
ら
む
事
件
に
、
自
然
で
は
あ
る
が
お
そ
ら
く
不
適
切
な
こ
だ
わ
り
を
見
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
押
し
こ
ろ
さ
ね
ば
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な
ら
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
他
人
が
か
ら
む
事
件
に
、
自
然
で
は
あ
る
が
お
そ
ら
く
や
は
り
不
適
切
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
見
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
押

し
こ
ろ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
つ
ね
に
切
実
に
思
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
に
庶
民
的
な
教
育
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
場
面
で
は
自
分
と
他
人
と
の
間
に
何
ら
か
の
公
平
を
保
っ
て
行
動
し
な
さ
い
と
教
え
ま
す
し
、
世

間
の
日
常
的
な
付
き
合
い
で
さ
え
も
、
わ
た
し
た
ち
の
自
律
的
原
理
を
あ
る
程
度
の
適
切
さ
に
ま
で
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、

わ
た
し
た
ち
の
他
律
的
心
情
の
不
均
衡
を
矯
正
で
き
る
の
は
、
き
わ
め
て
理
詰
め
で
洗
練
さ
れ
た
教
育
だ
け
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
ま
た
、

こ
の
目
的
の
た
め
に
わ
た
し
た
ち
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
き
わ
め
て
厳
密
で
深
遠
な
哲
学
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
だ
と
主
張
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

8

二
つ
の
異
な
る
部
類
に
属
す
る
哲
学
者
た
ち
が
、
道
徳
学
上
の
あ
ら
ゆ
る
教
訓
の
な
か
で
も
一
番
難
し
い
こ
の
教
訓
を
わ
た
し
た
ち
に
教
示
し
よ
う

と
試
み
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
部
類
の
哲
学
者
は
、
わ
た
し
た
ち
が
他
人
の
利
益
を
感
じ
取
る
能
力
を
鋭
く
し
よ
う
と
苦
心
し
ま
し
た
。
も
う
一
つ

の
部
類
の
哲
学
者
は
、
わ
た
し
た
ち
が
自
ら
の
利
益
を
感
じ
取
る
能
力
を
鈍
ら
せ
よ
う
と
苦
心
し
ま
し
た
。
前
者
の
哲
学
者
は
、
わ
た
し
た
ち
が
わ
が
身

を
案
じ
て
自
然
に
い
だ
く
の
と
同
じ
気
持
ち
を
、
他
人
を
案
じ
て
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
後
者
の
哲
学
者
は
、
わ
た
し
た
ち
が

他
人
を
案
じ
て
自
然
に
い
だ
く
の
と
同
じ
気
持
ち
を
、
わ
が
身
を
案
じ
て
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
両
者
と
も
、
自

然
お
よ
び
適
切
さ
の
正
当
な
基
準
を
は
る
か
に
超
え
て
自
説
を
押
し
通
し
ま
し
た
。

9

第
一
の
部
類
の
哲
学
者
は
、
悲
嘆
に
く
れ
る
・
憂
い
顔
の
道
徳
学
者
で
す
。
彼
ら
は
、
わ
た
し
た
ち
が
ま
こ
と
多
く
の
同
胞
市
民
の
不
幸
を
よ
そ
に

幸
福
で
あ
る
こ
と
を
く
ど
く
ど
た
し
な
め
て
い
ま
す

（
ｂ
）（
32
）。
ま
た
、
大
勢
の
無
産
者
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
災
厄
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
、
い
つ
も
働
き
詰
め
で

あ
り
、
敵
対
者
か
ら
罵
倒
さ
れ
・
虐
げ
ら
れ
な
が
ら
、
貧
困
を
思
い
悩
み
・
疾
病
に
身
も
だ
え
し
・
死
に
お
の
の
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、
順
境
に
あ
る

（
31
）C

icero,
D
e
O
fficiis,

III.v.21
.

参
照
。

（
ｂ
）See

Thom
son’s

Seasons,
W
inter:

‘A
h
!
Little

think
the
gay
licentious

proud,’,
etc.See

also
Pascal
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人
の
自
然
に
湧
く
喜
び
は
、そ
こ
に
思
い
至
ら
ず
無
慈
悲
で
あ
る
、と
彼
ら
は
考
え
ま
す
。わ
た
し
た
ち
が
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
不
幸
で
も
、

そ
れ
が
絶
え
ず
あ
ん
な
に
多
く
の
同
類
被
造
者
に
は
び
こ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
で
き
る
の
だ
か
ら
、
好
運
な
人
た
ち
は
そ
ん
な
不
幸
に
同
情

し
て
自
ら
の
喜
び
を
し
ぼ
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
す
べ
て
の
人
は
し
か
る
べ
き
沈
痛
・
失
意
の
態
度
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
ら

は
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
非
運
に
よ
せ
る
こ
の
極
端
な
共
感
は
、
な
に
よ
り
も
、
ま
る
っ
き
り
見
当
違
い
で
理
解
し

が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
地
球
全
体
の
平
均
値
と
し
て
、
苦
痛
や
不
幸
に
さ
い
な
ま
れ
る
一
人
に
対
し
、
順
境
で
喜
び
を
味
わ
う
人
、
少
な
く
と
も
、

そ
れ
な
り
に
生
活
で
き
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
人
を
二
十
人
見
つ
け
ら
れ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
二
十
人
と
と
も
に
大
喜
び
す
る
よ

り
、
む
し
ろ
、
そ
の
一
人
と
と
も
に
涙
を
流
さ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
な
ど
探
し
当
て
ら
れ
な
い
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
無
理
や

り
こ
し
ら
え
た
同
情
は
見
当
違
い
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ま
っ
た
く
達
成
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
通
例
、
こ
ん
な
人
柄
を
よ
そ
お
う
人
た
ち
の
胸

に
あ
る
の
は
、
し
か
る
べ
く
取
り
繕
わ
れ
た
・
ひ
と
り
よ
が
り
の
悲
し
み
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
心
に
は
届
か
ず
、
表
情
と
語
ら
い
を
不
謹
慎
な
ほ
ど

陰
鬱
で
心
地
悪
く
す
る
効
果
が
あ
る
だ
け
で
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
心
理
的
習
性
は
、
た
と
え
獲
得
で
き
る
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
役
に
立
た
ず
、

た
だ
そ
ん
な
心
の
持
ち
主
を
み
じ
め
に
す
る
の
が
関
の
山
で
し
ょ
う
。

顔
見
知
り
で
も
な
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
や
活
動
範
囲
の
ま
っ
た
く
圏
外
に
い
る
人
の
運
勢
に
、
わ
た
し
た
ち
が
ど
ん
な
関
心
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
相
手
に
は
な
ん
の
福
利
も
伴
わ
ず
に
、
た
だ
わ
た
し
た
ち
な
り
に
心
配
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
月
の

世
界
に
つ
い
て
思
い
煩
っ
て
な
ん
の
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
か
。
す
べ
て
の
人
、
果
て
し
も
な
く
遠
く
に
い
る
人
々
で
さ
え
、
わ
た
し
た
ち
の
善
意
を
受
け

る
資
格
を
も
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
す
し
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
ら
に
対
し
て
自
然
に
善
意
を
施
し
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
運

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
い
さ
さ
か
で
も
親
身
に
思
い
煩
う
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
義
務
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、「
わ
た
し
た
ち
が
益
す
る
こ
と
も
害
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
人
々
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
ま
こ
と
ず
い
ぶ
ん
遠
く
隔
た
り
縁
も
ゆ
か
り
も
な

い
人
々
の
運
勢
に
、
わ
た
し
た
ち
が
よ
せ
る
関
心
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
よ
い
」
と
い
う
の
が
、
自
然
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
賢
明
な
命
令
で
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
の
心
身
に
そ
な
わ
る
当
初
の
性
格
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
変
更
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
も
の
は
や
は
り
何
も
な
い
で
し
ょ
う
。

四
四
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10

成
功
し
た
他
人
の
喜
び
に
わ
た
し
た
ち
が
よ
せ
る
同
類
感
情
は
あ
ま
り
に
も
微
々
た
る
も
の
だ
と
い
う
意
見
は
、
な
ん
ら
わ
た
し
た
ち
へ
の
反
論
に

な
り
ま
せ
ん
。
ね
た
み
が
こ
の
同
類
感
情
を
邪
魔
し
な
い
場
合
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
順
境
に
対
し
て
い
だ
く
わ
た
し
た
ち
の
好
意
は
、
と
も
す
れ
ば
む
し

ろ
大
き
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
不
幸
な
人
た
ち
に
わ
た
し
た
ち
が
十
分
な
共
感
を
よ
せ
な
い
と
い
っ
て
非
難
す
る
道
徳
学
者
は
、
そ
の

同
じ
口
で
、
わ
た
し
た
ち
が
と
も
す
れ
ば
好
運
な
人
、
権
力
の
座
に
あ
る
人
、
金
持
ち
を
賞
賛
し
、
ほ
と
ん
ど
崇
拝
す
る
き
ら
い
が
あ
ま
り
に
も
強
い
と

言
っ
て
そ
の
軽
佻
浮
薄
を
た
し
な
め
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
33
）。

11

あ
る
流
派
の
道
徳
学
者
は
、
自
分
と
特
別
な
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
を
感
受
す
る
わ
た
し
た
ち
の
能
力
を
鈍
ら
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
律
的
心
情
の

自
然
な
不
均
衡
を
矯
正
し
よ
う
と
努
め
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
古
代
の
哲
学
者
の
全
学
派
を
数
え
い
れ
る
こ
と
が
で
き
、
と
り
わ
け
古
代
の
ス
ト
ア
学
派
は

そ
の
典
型
で
す
。

ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
人
間
は
、
自
分
を
世
界
か
ら
分
け
隔
て
ら
れ
・
引
き
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
な
く
、
世
界
市
民
、
自
然
の
広
大
な
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
一
員
で
あ
る
と
み
な
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
絶
え
ず
人
間
は
、
こ
の
偉
大
な
共
同
体
の
利
益
の
た
め
に
自
ら
の
卑
小
な
利
益
が
犠
牲
に
さ
れ

（
32
）
こ
の
引
用
は
、Jam

es
Thom

son

（1700
－48

）
作
のThe

Seasons
（1726

－30

）
の
第
一
部
「
冬
」（lines322

－8

）
で
あ
る
。﹇『
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ト
ム
ソ
ン
詩
集
』（
二
〇
〇
二
年
、

林
瑛
二
訳
）
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
三
四
四－

五
ペ
ー
ジ
参
照
﹈

A
h!Little

think
the
gay
licentious

proud,

W
hom

pleasure,
pow
er,
and
affluence

surround
–

They,
w
ho
theirthoughtless

hours
in
giddy

m
irth,

A
nd
w
anton,

often
cruel,

riotw
aste－

A
h
!
little

think
they,

w
hile
they

dance
along,

H
ow
m
any
feel,

this
very

m
om
ent,
death

A
nd
allthe

sad
variety

ofpain
;

こ
の
現
世
的
な
幸
福
を
神
に
お
け
る
幸
福
へ
の
妨
げ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、B

laise
Pascal

（1623
－62

）
のPensées

（1670

）
の
お
な
じ
み
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

（
33
）
§
10
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。
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る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
壮
大
な
シ
ス
テ
ム
は
、
自
分
と
等
し
く
重
要
な
要
素
と
し
て
他
の
人
員
も
含
み
ま
す
か
ら
、
人
間

は
、
自
分
自
身
に
か
か
わ
る
ど
ん
な
こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
よ
う
と
、
他
人
に
か
か
わ
る
事
柄
に
心
を
動
か
さ
れ
る
場
合
と
同
じ
弱
さ
で
そ
れ
を
感
じ
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
自
分
を
眺
め
る
位
置
は
、
私
事
に
か
ま
け
る
わ
が
胸
の
情
念
の
せ
い
で
や
や
も
す
る
と
立
ち
が
ち
な
視
点
で
は
な

く
、
世
界
の
ほ
か
の
市
民
が
わ
た
し
た
ち
を
眺
め
る
と
推
測
さ
れ
る
視
点
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
わ
が
身
に
降
り
か
か
る
こ
と
を
隣

人
に
降
り
か
か
る
こ
と
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
結
局
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
隣
人
が
わ
た
し
た
ち
に
降
り
か
か
る
こ
と
を
見
る
ご

と
く
わ
が
身
に
降
り
か
か
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
。「
わ
た
し
た
ち
の
隣
人
が
そ
の
妻
や
息
子
を
失
う
と
き
、
そ
れ
は
人
間
で
あ
る
身
と
し
て
被
る
災
厄
で
あ
り
、
事

物
の
成
り
行
き
が
辿
る
通
常
の
行
程
に
従
っ
て
起
こ
る
自
然
な
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
点
を
悟
ら
な
い
人
は
い
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
こ

と
が
わ
が
身
に
起
こ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ほ
ど
お
ぞ
ま
し
い
非
運
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
泣
き
わ
め
く
。
し
か
し
、

こ
の
偶
発
事
件
が
他
人
の
身
に
起
こ
っ
た
と
き
に
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
心
を
動
か
さ
れ
た
か
を
わ
た
し
た
ち
は
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た

ち
が
他
人
の
状
況
に
い
る
と
仮
定
す
る
と
き
感
じ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
自
身
の
状
況
に
お
い
て
感
じ
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
34
）。」

12
（
35
）

自
分
の
私
生
活
に
起
こ
る
そ
ん
な
非
運
を
前
に
し
て
わ
た
し
た
ち
の
心
情
は
や
や
も
す
れ
ば
適
切
さ
の
規
則
を
踏
み
越
え
が
ち
で
す
が
、
そ
の
非
運

に
は
ふ
た
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
も
っ
ぱ
ら
間
接
的
に
わ
た
し
た
ち
の
心
を
動
か
す
非
運
で
あ
っ
て
、
両
親
、
子
ど
も
、
兄
弟
、
姉
妹
、

親
密
な
友
人
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
自
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
愛
し
さ
一
入
の
人
物
に
最
初
に
襲
い
か
か
る
も
の
で
す
。
も
う
ひ

と
つ
の
非
運
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
を
即
座
に
直
接
襲
い
、
わ
た
し
た
ち
の
身
体
・
財
貨
・
評
判
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
苦
痛
、
疾
病
、
迫
り
来

る
死
、
貧
困
、
不
名
誉
な
ど
が
そ
う
で
す
（
36
）。

13

た
し
か
に
、
愛
し
さ
一
入
の
人
た
ち
の
非
運
に
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
情
動
は
、
正
確
な
適
切
さ
が
許
容
す
る
線
を
は
る
か
に
越
え
て
い
く
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
、
そ
の
線
に
届
か
な
い
こ
と
も
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
の
で
す
。
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自
分
の
父
や
息
子
の
死
と
か
辛
酸
を
前
に
し
て
感
じ
る
と
こ
ろ
が
、
他
人
の
父
や
息
子
の
そ
れ
を
前
に
し
て
感
じ
る
と
こ
ろ
と
な
ん
ら
変
わ
り
な
い
人

が
い
る
と
す
れ
ば
、
良
い
息
子
と
か
良
い
父
親
と
は
映
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
不
自
然
な
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度
は
、
わ
た
し
た
ち
の
喝
采
を
搔
き

立
て
る
に
は
程
遠
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
上
な
い
否
認
感
情
を
呼
び
起
こ
す
で
し
ょ
う
。

（
34
）Epictetus

（c.A
D50

－c.120

）
に
よ
るEncheiridion

（‘H
andbook’

）,26
.

第
二
版
か
ら
第
五
版
で
は
、（
わ
ず
か
な
違
い
は
あ
る
が
）
本
文
に
以
下
の
文
章
が
続
く
。

こ
の
最
高
級
の
豪
胆
と
不
撓
不
屈
に
到
達
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
到
達
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
け
っ
し
て
見
当
違
い
で
も
無
益
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
完
全
な
適
切
さ
が
要
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ス
ト
ア
学
派
の
観
念
を
も
つ
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
人
は
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
克
己
自
制
に
努

め
ま
す
し
、
私
事
に
か
ま
け
る
自
ら
の
情
念
を
隣
人
が
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
る
代
物
に
ま
で
低
く
抑
え
よ
う
と
努
め
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
効
果
的
に
実
行
す
る
方
法
は
、
わ
が
身
に
降
り
か
か
る
ど
ん
な
こ
と
も
、
隣
人
が
い
か
に
も
眺
め
そ
う
な
視
点
か
ら
見
る
、
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
、
ス
ト
ア
哲
学
は
、
わ
た
し
た
ち
が
生
来
も
つ
完
全
性
の
観
念
を
展
開
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
完
全
な
克
己
自
制
を
目
指
す
と
い
う

点
に
な
ん
ら
の
見
当
違
い
も
不
適
切
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
無
益
で
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
な
か
で
も
っ
と
も
福
利
が
あ
る

こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
幸
福
を
き
わ
め
て
堅
固
で
安
定
し
た
基
礎
の
上
に
打
ち
立
て
る
か
ら
で
す
。
そ
の
基
礎
と
は
、
世
界
を
支
配
す
る
知
恵
と
正
義

に
対
す
る
ゆ
る
ぎ
な
い
確
信
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
支
配
的
な
原
理
が
自
然
の
な
か
で
お
こ
な
う
・
す
べ
て
を
見
通
し
た
計
ら
い
に
、
わ
れ
と
わ
が
身
に
か
か
わ
る
一
切
を

す
っ
か
り
ゆ
だ
ね
き
る
諦
念
で
す
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
他
律
的
心
情
を
調
節
し
て
こ
の
完
全
な
適
切
さ
に
達
す
る
力
量
を
も
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
わ
た
し
た
ち
は
、
い
さ
さ
か
な

り
と
も
規
律
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
に
甘
ん
じ
、
世
間
だ
っ
て
そ
ん
な
わ
た
し
た
ち
を
大
目
に
み
て
く
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
自
分
に
か
か
わ
る
こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
る
度
合
い

は
あ
ま
り
に
強
く
、
一
方
、
他
人
に
か
か
わ
る
こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
る
度
合
い
は
あ
ま
り
に
も
弱
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
自
分
と
他
人
の
あ
い
だ
に
公
平

を
保
っ
て
行
動
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
お
よ
そ
自
分
の
小
さ
な
利
益
の
た
め
に
他
人
の
大
き
な
利
益
を
実
際
に
犠
牲
に
し
な
い
な
ら
ば
、
難
な
く
許
し
て
も
ら
え
る
で
し
ょ
う
。

自
分
の
義
務
を
果
た
し
た
い
と
願
う
人
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
こ
の
程
度
の
公
平
さ
え
自
他
の
あ
い
だ
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
は
と
て
も
実
現
が
難
し
い
こ
と
で
す
。
善
良
な
人
た
ち
に
あ
っ
て
さ
え
、
胸
の
内
側
の
裁
判
官
は
、
私
事
に
か
ま
け
る
彼
ら
の
情
念
の
横
暴
と
不
正
義
の
せ
い
で
腐
敗
す
る
危
険

に
よ
く
遭
い
、
ま
た
、
事
件
に
ま
つ
わ
る
本
当
の
諸
事
情
に
裏
書
さ
れ
る
判
決
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
を
出
す
よ
う
言
い
く
る
め
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

（
35
）
以
下
の
本
章
の
部
分
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。

（
36
）

LJ

（A

）i.12
;
LJ

（B
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し
か
し
、
こ
ん
な
家
庭
内
の
親
愛
の
情
の
う
ち
、
あ
る
も
の
は
、
や
や
も
す
る
と
度
が
過
ぎ
る
せ
い
で
、
ま
た
あ
る
も
の
は
、
欠
け
て
い
る
せ
い
で
、

神
経
を
逆
な
で
す
る
き
ら
い
が
き
わ
め
て
強
い
感
情
で
す
（
37
）。
自
然
は
、
こ
の
上
な
く
賢
明
な
諸
目
的
を
案
じ
、
た
い
て
い
の
人
間
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の

人
間
に
あ
っ
て
、
親
か
ら
子
へ
の
優
し
さ
を
、
子
か
ら
親
へ
の
敬
い
よ
り
も
ず
っ
と
強
い
心
の
動
き
に
し
て
お
き
ま
し
た
。
種
族
の
継
続
と
増
殖
が
頼
み

に
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
親
か
ら
子
へ
の
優
し
さ
で
あ
っ
て
、
子
か
ら
親
へ
の
敬
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
通
例
、
子
ど
も
の
生
存
と
扶
養
は
、
ひ
と
え
に

両
親
が
ほ
ど
こ
す
世
話
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
両
親
の
生
存
と
扶
養
が
子
ど
も
の
ほ
ど
こ
す
世
話
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
自
然
は
、
親
か
ら
子
へ
の
優
し
い
心
の
動
き
を
ま
こ
と
強
く
し
て
お
い
た
の
で
、
概
し
て
自
然
が
こ
の
心
の
動
き
に
命
じ
る
の
は
、
奮
起

で
は
な
く
抑
制
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
つ
い
わ
が
子
を
他
人
の
子
ど
も
以
上
に
か
わ
い
が
っ
た
り
、
愛
慕
の
情
を
過
剰
に
注
い
だ
り
、
不
当
に
優
先
し
た

り
し
ま
す
か
ら
、
道
徳
学
者
は
、
ど
う
や
っ
て
こ
ん
な
心
の
動
き
に
ひ
た
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
に
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
押
し
こ
ろ
す
か

を
教
え
よ
う
と
努
め
ま
す
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
道
徳
学
者
は
、
両
親
が
幼
年
期
、
青
年
期
に
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
が
年
老
い
た
ら
そ
れ

に
報
い
て
愛
情
こ
ま
や
か
な
注
意
を
払
い
な
さ
い
と
か
、
両
親
に
適
切
な
お
返
し
を
し
な
さ
い
と
お
説
教
を
し
ま
す
。
モ
ー
セ
の
十
戒
で
わ
た
し
た
ち
は

父
母
を
敬
え
と
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
わ
が
子
へ
の
愛
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

自
然
は
、
わ
が
子
を
愛
す
る
義
務
を
果
た
せ
る
よ
う
わ
た
し
た
ち
に
十
分
な
備
え
を
ほ
ど
こ
し
て
お
き
ま
し
た
。
爾
来
、
人
は
わ
が
子
を
実
際
の
気
持

ち
以
上
に
か
わ
い
が
る
そ
ぶ
り
を
し
て
み
せ
て
も
、
そ
の
非
を
告
発
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
あ
ま
り
に
も
大
げ
さ
に
両
親
へ
の
敬
い

を
み
せ
び
ら
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
ま
れ
る
例
は
と
き
に
み
ら
れ
ま
し
た
。
寡
婦
が
お
お
げ
さ
に
悲
し
め
ば
、
同
様
な
理
由
で
、
本
心
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
ま
れ
ま
し
た
。

家
庭
内
の
親
愛
の
情
は
た
と
え
度
を
越
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
も
し
真
心
が
そ
こ
に
あ
る
と
わ
た
し
た
ち
に
信
じ
ら
れ
る
な
ら
、
尊
重
さ
れ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
完
全
に
は
是
認
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
厳
し
く
糾
弾
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
家
族
内
の
親
愛
の
情
は

賛
辞
に
値
す
る
も
の
に
映
る
」
と
い
う
命
題
は
、
少
な
く
と
も
そ
ん
な
心
情
を
よ
そ
お
っ
て
み
せ
る
人
の
眼
に
は
真
実
な
の
で
あ
り
、
そ
ぶ
り
を
し
て
み

せ
る
と
い
う
態
度
そ
の
も
の
が
、
こ
の
命
題
の
正
し
さ
を
示
す
ひ
と
つ
の
証
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。

14

こ
う
し
た
親
愛
の
情
は
、
度
が
過
ぎ
る
と
や
や
も
す
れ
ば
神
経
を
逆
な
で
す
る
き
ら
い
が
き
わ
め
て
強
い
の
で
す
が
、
度
を
越
す
こ
と
は
、
非
難
に

四
八

香川法学33巻3・4号（2014）

149（253）



値
す
る
と
映
る
に
し
て
も
、
毛
嫌
い
す
べ
き
も
の
と
は
け
っ
し
て
映
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
親
が
度
を
越
し
て
わ
が
子
を
か
わ
い
が
っ
た
り
心
配
し

た
り
す
る
の
を
み
て
、「
後
々
子
ど
も
の
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
よ
」と
か
、「
そ
の
間
し
ば
ら
く
は
親
に
ひ
ど
く
不
便
を
か
け
る
じ
ゃ
な
い
か
」

と
非
難
し
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
気
安
く
大
目
に
見
る
の
で
あ
っ
て
、
憎
ら
し
い
、
い
け
好
か
な
い
と
い
う
目
で
は
け
っ
し
て
見
ま
せ

ん
。一

方
、
度
を
越
し
て
し
ま
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
こ
の
親
愛
の
情
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
い
つ
で
も
格
別
に
毛
嫌
い
す
べ
き
も
の
と
映
り
ま
す
。
な

ん
ら
わ
が
子
を
案
じ
て
感
じ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
わ
が
子
に
対
し
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
も
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
厳
格
・
過
酷
な
態
度
で
接
す
る
人
は
、

い
と
わ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
け
だ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
最
も
身
近
な
係
累
の
非
運
を
案
じ
て
並
外
れ
た
神
経
の
こ
ま
や

か
さ
を
自
然
に
味
わ
う
の
で
す
か
ら
、
適
切
さ
の
感
覚
が
、「
そ
ん
な
神
経
を
す
っ
か
り
根
こ
そ
ぎ
に
し
な
さ
い
」
と
要
求
す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
適
切
さ
の
感
覚
は
、
こ
の
神
経
の
こ
ま
や
か
さ
が
過
剰
な
た
め
に
逆
な
で
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
と
き
の
ほ
う
が
い
つ

だ
っ
て
よ
ほ
ど
逆
な
で
さ
れ
ま
す
。

ス
ト
ア
学
派
の
ア
パ
シ
ー
は
、
親
愛
の
情
を
扱
う
場
合
、
け
っ
し
て
呑
み
込
み
や
す
い
学
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
支
持
す
る
ど
ん
な
形
而
上

学
的
な
詭
弁
も
、
伊
達
男
の
薄
情
な
無
神
経
さ
を
け
し
か
け
て
持
ち
前
の
不
謹
慎
を
底
抜
け
に
す
る
以
外
、
な
ん
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。
ラ
シ
ー
ヌ
、

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ス
ン
、
マ
リ
ヴ
ォ
ー
、
リ
コ
ボ
ー
ニ
は
、
恋
愛
、
友
情
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
私
生
活
・
家
庭
内
の
親
密
な
感
情
の
優
美
さ

や
機
微
を
と
て
も
み
ご
と
に
描
く
詩
人
と
物
語
作
家
で
あ
り
、
こ
の
種
の
事
例
で
は
、
彼
ら
の
ほ
う
が
、
ゼ
ノ
ン
、
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス

よ
り
も
ず
っ
と
上
手
の
教
師
で
す
（
38
）。

15

他
人
が
こ
う
む
る
非
運
を
敏
感
に
感
じ
取
る
力
は
、
抑
制
さ
れ
て
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
が
義
務
を
遂
行
す
る
上
で
な
ん
ら
差
し
支
え
な
い
場
合
が

あ
り
、
た
と
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
友
人
を
沈
痛
な
面
持
ち
で
愛
情
こ
ま
や
か
に
追
想
す
る
能
力
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
グ
レ
イ
の
い
う
と
お

り
、「
人
知
れ
ず
悲
し
み
に
胸
を
じ
ん
と
詰
ま
ら
せ
る
」
の
で
す
が
（
39
）、
こ
れ
は
苦
渋
の
感
懐
で
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
外
観
は
苦
痛
と
悲
痛
を

（
37
）V
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帯
び
た
姿
か
た
ち
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
面
に
は
、
美
徳
と
自
己
是
認
感
情
の
気
品
あ
ふ
れ
る
特
徴
が
満
面
に
刻
印
さ
れ
て
い
ま
す
。

16

非
運
が
わ
た
し
た
ち
自
身
を
即
座
に
直
接
襲
い
、
身
体
・
財
貨
・
評
判
に
影
響
す
る
場
合
、
話
は
別
で
す
。
適
切
さ
の
感
覚
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
ん

な
非
運
を
感
受
す
る
能
力
が
鈍
感
で
あ
る
よ
り
過
敏
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
な
で
さ
れ
る
き
ら
い
が
ず
っ
と
強
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
わ
た
し
た
ち

は
、
い
く
ら
ス
ト
ア
学
派
の
い
う
ア
パ
シ
ー
・
無
関
心
の
境
地
に
近
づ
い
て
も
足
り
ま
せ
ん
。

17

肉
体
に
起
源
を
も
つ
ど
ん
な
情
念
に
も
わ
た
し
た
ち
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
同
類
感
情
を
い
だ
く
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
は
す
で
に
考
察
し
ま
し
た
（
40
）。

は
っ
き
り
し
た
原
因
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
痛
み
、
た
と
え
ば
、
肉
体
の
切
り
傷
と
か
裂
傷
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
る
痛
み
は
、
お
そ
ら
く
、
観
察
者
が
き

わ
め
て
生
々
し
い
共
感
を
よ
せ
る
肉
体
起
源
の
心
の
動
き
で
す
。隣
人
に
迫
り
来
る
死
も
ま
た
、ほ
と
ん
ど
必
ず
観
察
者
の
心
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
ま
す
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
観
察
者
の
感
情
は
、
主
た
る
当
事
者
の
感
情
に
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
わ
ず
か
で
す
か
ら
、
観
察
者
の
神
経
を
逆
な
で
せ

ず
に
お
く
に
は
、
主
た
る
当
事
者
が
い
く
ら
苦
境
で
平
然
と
し
て
い
て
も
足
り
ま
せ
ん
。

18

一
文
無
し
で
あ
る
、
た
だ
貧
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
い
た
わ
し
い
と
い
う
気
持
ち
は
ほ
と
ん
ど
搔
き
立
て
ら
れ
ま
せ
ん
。
貧
困
の
苦
情
も
ま
た
、

と
も
す
る
と
同
類
感
情
よ
り
軽
蔑
の
念
を
注
が
れ
が
ち
な
対
象
で
す
（
41
）。
わ
た
し
た
ち
は
物
乞
い
を
見
下
し
ま
す
。
彼
に
の
べ
つ
せ
が
ま
れ
る
と
わ
た
し
た

ち
は
口
説
か
れ
て
施
し
は
し
ま
す
が
、
彼
は
お
よ
そ
真
面
目
な
哀
れ
み
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

通
常
、
金
持
ち
か
ら
貧
困
へ
の
転
落
は
、
た
ま
ら
な
く
骨
身
に
し
み
る
つ
ら
さ
を
受
難
者
に
も
た
ら
し
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
転
落
は
、
こ
の
上
な

い
真
心
の
こ
も
る
哀
れ
み
を
観
察
者
に
搔
き
立
て
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。
現
在
の
社
会
情
況
で
は
、
こ
の
非
運
が
起
き
る
と
き
、
ほ
ぼ
必
ず
受
難
者
の
側

に
な
に
が
し
か
の
失
態
、
さ
ら
に
は
、
相
当
ひ
ど
い
失
態
が
あ
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
彼
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
ず
い
ぶ
ん
憐
れ
ん
で
も
ら
っ
て
、

貧
困
の
ど
ん
底
に
転
落
し
て
い
く
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
友
人
が
手
を
差
し
伸
べ
ま
す
し
、
だ
れ
あ
ろ
う
債
権
者
自

身
、
目
先
の
き
か
な
い
相
手
の
不
注
意
に
苦
情
を
述
べ
る
理
由
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
る
の
に
、
大
目
に
見
て
く
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
、
彼
の
衣
食
住

は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
、
つ
つ
ま
し
い
な
が
ら
と
も
か
く
節
度
あ
る
人
並
み
程
度
に
保
た
れ
ま
す
。
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こ
ん
な
非
運
に
見
舞
わ
れ
た
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
の
気
弱
さ
な
ら
簡
単
に
許
さ
れ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
上
な
い
不

撓
不
屈
の
面
構
え
を
し
、
底
知
れ
な
い
平
然
さ
で
自
分
の
新
た
な
境
遇
に
適
応
し
、
こ
の
境
遇
の
変
化
を
何
ら
恥
じ
る
様
子
で
な
く
、
む
し
ろ
、
今
い
る

社
会
関
係
に
お
い
て
財
貨
で
は
な
く
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
地
歩
を
築
く
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
い
つ
で
も
是
認
を
受
け
る
筆
頭
の
人
物
で
あ

り
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
最
高
の
・
き
わ
め
て
愛
情
こ
ま
や
か
な
賞
賛
を
勝
ち
得
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
す
。

19

落
ち
度
の
な
い
人
に
即
座
に
直
接
襲
い
か
か
る
現
世
の
あ
ら
ゆ
る
非
運
の
う
ち
で
も
、
正
当
な
理
由
も
な
く
評
判
を
失
う
こ
と
ほ
ど
ひ
ど
い
非
運
は

た
し
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
ら
ば
、こ
ん
な
ひ
ど
い
災
厄
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
相
当
強
く
神
経
を
と
が
ら
せ
て
も
、必
ず
し
も
み
っ

と
も
な
い
と
か
見
苦
し
い
と
は
映
り
ま
せ
ん
。
若
者
が
自
分
の
人
柄
や
名
誉
に
不
当
な
叱
責
を
浴
び
せ
ら
れ
て
憤
る
な
ら
ば
、
あ
る
程
度
横
暴
な
態
度
を

と
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
わ
た
し
た
ち
は
一
段
と
強
い
敬
意
を
彼
に
い
だ
き
ま
す
。
潔
白
な
身
の
乙
女
が
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
根
も
葉
も
な
い
憶
測

を
広
め
ら
れ
て
打
ち
ひ
し
が
れ
る
姿
は
、
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
い
じ
ら
し
い
と
映
り
ま
す
。

（
38
）
ス
ミ
ス
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
ラ
シ
ー
ヌ
と
同
じ
く
く
り
で
論
じ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
劇
作
家
と
し
て
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
果
た
し
た
役
割
を
考
え
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

へ
の
高
い
評
価
に
つ
い
て
は
、
後
出III.6
.12
;
V
.1
.6
;
V
I.ii.1

.22
,
‘Letter

to
the
Edinburgh

Review
’,17

（EPS

）;

ま
た
、Rhetoric,

A
ppendix1

,
p.231

,
note

の
報
告

を
参
照
。
続
い
て
ス
ミ
ス
は
当
時
流
行
し
て
い
た
感
傷
文
学
の
主
だ
っ
た
代
表
者
に
言
及
す
る
。Sam

uelR
ichardson

（1689
－1761

）
は
三
つ
の
書
簡
体
小
説
、Pam

ela,
or
Virtue

Rewarded

（1740
－1

）,Clarissa,
or,
the
H
istory

ofa
Young

Lady
（1748

－9

）,Sir
Charles

G
randison

（1754

）
で
有
名
で
あ
っ
た
。Pierre

M
arivaux

が
有
名
で
あ
る
主
な

理
由
は
、
今
も
当
時
も
彼
の
演
劇
作
品
に
負
う
が
（Rhetoric,

lecture20
（ii.64

））、
彼
がR

ichardson

やR
iccoboni

と
並
ん
で
出
て
く
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
ス
ミ
ス
は
、
彼

の
小
説
、
と
り
わ
け
、Les

Aventures
de
***,

ou
les
Effets

surprenants
de
la
sym
pathie

（1713
－4

）の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。M

arie-Jeanne
R
iccoboni（1713

－92

）
は
、M

arivaux

の
未
完
の
小
説La

Vie
de
M
arianne

（1760

）
の
続
き
を
書
き
、
一
七
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
に
、
い
く
つ
か
の
書
簡
体
小
説
と
英
語
か
ら
の
翻
訳
に
携
わ
っ

た
。
ス
ミ
ス
は
一
七
六
六
年
に
パ
リ
で
彼
女
に
会
っ
た
。Letter

N
o.93
,
Corr.P.113

参
照
。
最
後
に
ス
ミ
ス
は
三
人
の
主
要
な
ス
ト
ア
哲
学
者
を
一
括
し
て
あ
げ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
ス
ト
ア
学
派
の
創
始
者Zeno

of
C
itium

（c.333
－262

B
C

）,

ス
ト
ア
の
三
番
目
の
総
帥C

hrysippus

（c.280
－207

B
C

）,

そ
し
て
前
出
の
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
哲
学
者
（
前

掲
注
34
参
照
）
で
あ
る
。

（
39
）‘Epitaph

on
M
rs.C
lerke’.Thom

as
G
ray

に
つ
い
て
は
前
掲
注
12
を
見
よ
。

（
40
）I.ii.1

.

（
41
）I.iii.3

.1
.

参
照
。
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年
寄
り
は
、
世
間
の
お
ろ
か
さ
と
不
正
義
を
長
ら
く
経
験
し
、
世
間
の
譴
責
や
喝
采
を
ほ
と
ん
ど
気
に
し
な
く
て
よ
い
と
心
得
て
い
る
の
で
、
悪
評
を

無
視
し
・
歯
牙
に
も
か
け
ず
、
ま
た
、
悪
評
を
立
て
た
無
能
な
連
中
を
わ
ざ
わ
ざ
真
剣
に
怒
っ
て
や
る
の
も
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
世
間
に
囚
わ

れ
な
い
こ
ん
な
態
度
の
根
底
に
は
、
ひ
と
え
に
、
鍛
え
ぬ
か
れ
・
し
っ
か
り
と
打
ち
立
て
ら
れ
た
自
ら
の
人
柄
に
寄
せ
る
ゆ
る
ぎ
な
い
確
信
が
あ
り
ま
す

が
、若
い
人
た
ち
は
そ
ん
な
自
信
を
も
つ
は
ず
が
な
く
、ま
た
、も
つ
べ
き
で
も
な
い
の
で
、彼
ら
に
は
不
愉
快
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ひ
ょ
っ

と
す
る
と
若
い
人
た
ち
に
は
、
そ
ん
な
自
信
は
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
現
れ
る
・
本
当
の
名
誉
と
悪
名
に
対
す
る
き
わ
め
て
不
適
切
な
無
神
経
の
兆

候
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

20

わ
た
し
た
ち
自
身
に
即
座
に
直
接
襲
い
か
か
る
私
生
活
上
の
非
運
の
う
ち
、
評
判
の
失
墜
を
除
く
す
べ
て
の
非
運
に
つ
い
て
は
、
人
の
神
経
を
逆
な

で
せ
ず
に
お
く
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
い
く
ら
心
を
動
か
さ
れ
な
い
様
子
を
見
せ
て
も
足
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
他
人
の
非
運
に
自
分
が
敏
感
で

あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
喜
び
と
満
足
感
を
味
わ
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
は
わ
が
身
の
非
運
に
自
分
が
敏
感
で
あ
る
こ
と
を

思
い
出
す
と
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
恥
ず
か
し
い
・
み
っ
と
も
な
い
と
い
う
気
分
を
き
っ
と
味
わ
い
ま
す
。

21

わ
た
し
た
ち
が
日
常
生
活
で
接
し
て
い
る
と
お
り
、
優
柔
非
力
と
克
己
自
制
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
・
段
階
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
調
べ
る
な

ら
ば
、「
わ
た
し
た
ち
の
他
律
的
心
情
を
こ
う
し
て
制
御
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
方
法
は
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
弁
証
の
晦
渋
な
三
段
論
法
で
は
な
く
、

自
然
が
こ
の
美
徳
や
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
美
徳
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
打
ち
立
て
た
偉
大
な
訓
練
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を

見
る
実
在
の
観
察
者
あ
る
い
は
居
る
と
推
定
さ
れ
る
観
察
者
の
諸
感
情
に
関
心
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
い
と
も
簡
単
に
納
得
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。

22

幼
児
に
克
己
自
制
の
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
幼
児
は
、
恐
怖
・
悲
痛
・
怒
気
、
そ
の
他
ど
ん
な
情
動
を
も
っ
て
い
よ
う
と
、
い
つ
も
激
し
く
泣

き
わ
め
い
て
乳
母
や
両
親
の
気
を
引
き
、精
一
杯
心
配
さ
せ
よ
う
と
努
め
ま
す
。幼
児
が
こ
の
種
の
身
び
い
き
す
る
保
護
者
に
監
護
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
、

怒
気
は
、
我
慢
す
べ
き
情
念
と
し
て
幼
児
に
教
え
ら
れ
る
最
初
の
、
そ
し
て
た
ぶ
ん
唯
一
の
も
の
で
す
。
保
護
者
は
ガ
ミ
ガ
ミ
言
っ
た
り
脅
か
し
た
り
し

五
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て
幼
児
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
怖
が
ら
せ
・
お
と
な
し
く
さ
せ
な
け
れ
ば
、
自
分
が
く
つ
ろ
げ
ま
せ
ん
。
幼
児
を
け
し
か
け
て
攻
撃
的
に
す
る
そ
の
情
念
は
、

「
怒
っ
て
は
身
の
た
め
に
な
り
ま
せ
ん
よ
」
と
幼
児
に
教
え
る
行
動
に
よ
っ
て
押
し
こ
ろ
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

幼
児
は
、
学
校
に
通
え
る
く
ら
い
に
成
長
し
て
同
じ
年
頃
の
児
童
た
ち
と
交
流
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
同
年
児
に
は
大
目
に
み
て
く
れ
る
身
び
い
き

の
か
け
ら
も
な
い
こ
と
を
や
が
て
思
い
知
り
ま
す
。
児
童
は
自
然
に
、
同
年
児
の
好
意
を
得
た
い
、
そ
の
憎
悪
や
軽
蔑
を
避
け
た
い
と
願
い
、
わ
が
身
の

安
全
に
対
す
る
配
慮
か
ら
さ
え
も
、
そ
う
し
な
さ
い
と
教
わ
り
、
や
が
て
児
童
は
、「
そ
う
す
る
た
め
の
方
法
は
、
怒
気
だ
け
で
な
く
そ
の
他
す
べ
て
の

情
念
を
控
え
め
に
し
て
、
遊
び
友
達
や
仲
間
が
い
か
に
も
歓
迎
し
て
く
れ
そ
う
な
程
度
に
ま
で
抑
え
る
以
外
に
な
い
」
と
思
い
知
り
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う

に
し
て
児
童
は
、
克
己
自
制
の
偉
大
な
学
校
に
入
学
し
、
ま
す
ま
す
自
分
自
身
の
主
人
た
る
こ
と
を
学
び
、
ど
ん
な
に
長
く
生
き
て
実
践
し
て
も
ほ
と
ん

ど
修
了
に
は
至
ら
な
い
訓
練
を
、
そ
の
胸
の
心
情
に
課
し
は
じ
め
ま
す
。

23

た
と
え
ど
ん
な
に
気
弱
な
人
で
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
私
生
活
上
の
非
運
に
見
舞
わ
れ
て
、
苦
痛
を
味
わ
い
・
病
弱
に
さ
い
な
ま
れ
・
悲
し
み
に
く
れ

て
い
る
と
き
、
友
人
が
訪
ね
て
き
た
り
、
面
識
の
な
い
人
が
訪
ね
て
き
た
り
す
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
い
か
に
も
来
客
が
こ
ち
ら
の
境
遇
を
見
て
い
だ
き
そ

う
な
見
解
を
即
座
に
胸
に
刻
み
つ
け
ま
す
。
来
客
の
見
解
は
、
当
人
の
注
意
を
彼
自
身
の
見
解
か
ら
そ
ら
し
ま
す
か
ら
、
来
客
が
彼
の
面
前
に
現
れ
た
と

た
ん
、
彼
の
心
は
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
凪
ぐ
の
で
す
。

こ
の
効
果
は
、
瞬
時
に
、
い
う
な
れ
ば
機
械
的
反
射
と
し
て
生
み
出
さ
れ
ま
す
が
、
気
弱
な
人
の
場
合
、
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
。
自
分
の
境
遇
に
つ
い

て
の
彼
自
身
の
見
解
が
、
た
ち
ま
ち
心
に
ま
た
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
彼
は
訪
問
を
受
け
る
前
の
よ
う
に
、
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
た
め
息
を
つ
き
・
涙
を
流

し
・
悲
嘆
に
く
れ
、
ま
だ
学
齢
期
に
達
し
な
い
子
ど
も
の
よ
う
に
、
胸
の
悲
痛
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
観
察
者
の
い
た
わ
り
を
あ
つ
か
ま
し
く
せ
が

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
他
の
感
情
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
調
和
を
作
り
出
そ
う
と
努
め
ま
す
。

24

も
う
少
し
意
志
の
固
い
人
で
は
、
来
客
の
効
果
は
い
さ
さ
か
長
続
き
し
ま
す
。
彼
は
、
自
分
の
境
遇
に
つ
い
て
仲
間
が
い
か
に
も
い
だ
き
そ
う
な
見

解
か
ら
注
意
を
そ
ら
す
ま
い
と
精
一
杯
努
め
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
の
心
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
心
穏
や
か
さ
を
保
つ
自
分
を
前
に
し
て
仲
間
が
自

然
に
い
だ
く
敬
意
と
是
認
感
情
が
宿
り
ま
す
。で
す
か
ら
、先
ご
ろ
の
ひ
ど
い
災
厄
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
の
に
、彼
が
わ
が
身
を
案
じ
る
感
情
は
、
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仲
間
が
実
際
に
彼
の
こ
と
を
案
じ
る
感
情
同
然
に
弱
い
と
映
り
ま
す
。
彼
は
、
仲
間
か
ら
注
が
れ
る
是
認
感
情
に
共
感
す
る
と
い
う
や
り
方
で
わ
が
身
を

是
認
し
、
自
ら
に
喝
采
を
贈
り
、
こ
の
自
己
是
認
感
情
か
ら
引
き
出
す
喜
び
に
支
え
ら
れ
て
耐
え
、
ま
す
ま
す
楽
々
と
こ
う
し
た
高
潔
無
私
の
努
力
を
つ

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

た
い
て
い
の
場
合
、
彼
は
自
ら
の
非
運
に
言
及
す
る
こ
と
を
避
け
、
仲
間
は
、
そ
れ
な
り
に
育
ち
の
良
い
人
な
ら
ば
、
そ
の
非
運
を
彼
に
思
い
出
さ
せ

る
こ
と
は
一
切
口
に
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
す
。
彼
の
ほ
う
で
も
、
普
段
と
変
わ
り
な
く
、
差
し
さ
わ
り
の
な
い
話
題
で
仲
間
を
も
て
な
そ
う
と
努

め
、
自
分
の
非
運
に
あ
え
て
言
及
し
て
も
取
り
乱
さ
な
い
自
信
が
あ
れ
ば
、
仲
間
が
そ
れ
に
つ
い
て
話
せ
る
と
彼
が
思
う
や
り
か
た
で
話
そ
う
と
努
め
、

せ
い
ぜ
い
仲
間
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
だ
け
る
程
度
の
弱
い
感
情
し
か
自
分
も
い
だ
く
ま
い
と
さ
え
努
力
し
ま
す
。

し
か
し
、
彼
が
十
分
に
鍛
え
ら
れ
て
お
ら
ず
克
己
自
制
の
厳
し
い
訓
練
に
慣
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
や
が
て
こ
の
堅
苦
し
い
規
律
に
疲
れ
て
く
た
く
た
に

な
り
ま
す
。
彼
は
長
時
間
の
訪
問
に
神
経
を
す
り
減
ら
し
て
く
た
び
れ
、
そ
の
終
わ
り
を
待
ち
き
れ
ず
、
訪
問
が
終
わ
っ
た
途
端
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

こ
と
、
度
を
越
し
て
悲
し
む
気
弱
さ
に
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
ど
っ
ぷ
り
つ
か
る
こ
と
、
そ
ん
な
行
為
に
出
る
危
険
の
ふ
ち
に
常
に
立
っ
て
い
ま
す
。

当
世
の
礼
儀
は
、
人
間
の
気
弱
さ
に
き
わ
め
て
寛
大
で
あ
り
、
家
庭
内
の
ひ
ど
い
辛
酸
を
味
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
を
面
識
の
な
い
人
が
訪
問
す
る
こ
と

を
一
定
期
間
禁
じ
、
一
番
の
近
親
者
や
親
友
だ
け
の
訪
問
を
許
し
て
い
ま
す
。
近
親
者
や
親
友
が
面
前
に
い
る
せ
い
で
課
さ
れ
る
規
律
は
、
面
識
の
な
い

人
が
面
前
に
い
る
場
合
よ
り
も
堅
苦
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
辛
酸
に
苦
し
む
人
た
ち
は
、
親
し
い
彼
ら
か
ら
ひ
と
き
わ
寛
大
な
共
感
を
期

待
す
る
理
由
が
あ
る
の
で
、
ず
っ
と
た
や
す
く
彼
ら
の
心
情
と
折
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

友
人
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
敵
は
、
正
体
を
知
ら
れ
て
い
る
と
は
夢
に
も
思
わ
ず
、
一
番
の
親
友
と
同
じ
く
ら
い
早
々
に
お
見
舞
い
の
訪
問
を
度
々
す
る

の
が
楽
し
く
て
し
か
た
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
世
に
も
気
弱
な
人
で
さ
え
、
男
ら
し
い
面
構
え
を
崩
さ
ず
保
ち
、
ま
た
、
相
手
の
悪
意
に
対
す

る
怒
り
と
軽
蔑
か
ら
、
精
一
杯
陽
気
に
く
つ
ろ
ぐ
態
度
を
と
る
よ
う
努
力
し
ま
す
。

25

真
の
平
常
心
と
堅
固
な
意
志
の
持
ち
主
は
、
克
己
自
制
の
偉
大
な
学
校
で
申
し
分
な
く
育
っ
た
知
恵
あ
る
正
し
い
人
で
あ
っ
て
、
世
事
で
あ
く
せ
く

と
立
ち
回
り
、
お
そ
ら
く
党
内
抗
争
の
横
暴
と
不
正
義
、
対
外
戦
争
の
試
練
と
危
難
に
も
さ
ら
さ
れ
ま
し
ょ
う
が
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
で
も
こ
の
よ
う

に
自
分
の
他
律
的
心
情
を
制
御
し
つ
づ
け
ま
す
。
ま
た
、
一
人
で
い
る
と
き
も
他
人
と
す
ご
す
と
き
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
情
で
あ
り
、
そ
の
心
の
持
ち
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か
た
に
も
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
差
が
あ
り
ま
せ
ん
。
事
が
う
ま
く
い
っ
て
も
い
か
な
く
て
も
、
順
境
に
あ
っ
て
も
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
敵
味
方

い
ず
れ
の
面
前
で
も
、
彼
は
し
ば
し
ば
こ
の
男
ら
し
さ
を
崩
さ
ず
保
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
は
、
自
分
の
感
情
と
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
公
平
な
観
察
者
が
言
い
渡
す
と
予
想
さ
れ
る
判
決
を
、
一
瞬
で
も
忘
れ
よ
う
と
い
う
気
を
起
こ
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
に
は
、
胸
中
の
あ
の
人
に
一
瞬
で
も
注
意
せ
ず
に
や
り
過
ご
す
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
、
わ
が
身
に
か
か
わ
る
ど
ん
な
こ
と
も
、
こ
の

偉
大
な
同
行
者
の
目
で
注
視
す
る
の
を
い
つ
も
の
慣
わ
し
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
習
慣
は
す
っ
か
り
彼
の
身
に
つ
い
て
い
ま
す
。
彼
は
、
こ
の
畏
れ
多

く
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
裁
判
官
の
ふ
る
ま
い
・
態
度
、ま
た
そ
の
感
情
・
心
情
を
模
範
と
し
て
、外
面
に
現
れ
る
自
分
の
ふ
る
ま
い
・
態
度
だ
け
で
な
く
、

で
き
る
か
ぎ
り
内
面
の
感
情
・
心
情
さ
え
も
絶
え
ず
形
成
し
て
き
ま
し
た
し
、
あ
る
い
は
そ
う
す
る
努
力
を
た
ゆ
ま
ず
行
っ
て
き
ま
し
た
し
、
実
際
そ
う

せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
い
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

彼
は
、
公
平
な
観
察
者
の
感
情
を
う
わ
べ
だ
け
装
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
心
か
ら
彼
は
そ
の
感
情
を
受
諾
し
ま
す
。
彼
は
、
そ
の
公
平
な
観
察
者

と
わ
が
身
を
ほ
と
ん
ど
一
体
化
さ
せ
、
み
ず
か
ら
が
公
平
な
観
察
者
に
ほ
と
ん
ど
な
り
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
感
情
で
す
ら
、
ふ
る
ま
い
を
判
定
す
る

あ
の
偉
大
な
仲
裁
人
が
彼
に
感
じ
な
さ
い
と
指
示
す
る
と
こ
ろ
と
ほ
と
ん
ど
異
な
り
ま
せ
ん
。

26

そ
ん
な
場
面
で
各
人
が
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
検
査
し
て
味
わ
う
自
己
是
認
の
程
度
は
、
こ
の
自
己
是
認
を
得
る
た
め
に
要
す
る
克
己
自
制
の
程
度
に

正
確
に
比
例
し
て
、
強
く
も
あ
れ
ば
弱
く
も
あ
り
ま
す
。
わ
ず
か
な
克
己
自
制
し
か
い
ら
な
い
場
合
に
は
、
わ
ず
か
な
自
己
是
認
を
与
え
る
の
が
ふ
さ
わ

し
く
、
指
を
す
り
む
い
た
だ
け
の
人
は
、
た
と
え
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
非
運
を
即
座
に
忘
れ
去
っ
た
よ
う
す
を
見
せ
て
も
、
大
し
て
わ
が
身
に
喝
采
を
贈
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
砲
の
一
撃
で
脚
を
失
い
、
そ
の
直
後
に
、
ふ
だ
ん
ど
お
り
冷
静
に
心
穏
や
か
に
話
し
・
行
動
す
る
人
は
、
は
る
か
に
ず
っ
と
強

い
克
己
自
制
を
ふ
る
っ
て
お
り
、
し
か
ら
ば
、
彼
は
、
は
る
か
に
ず
っ
と
強
い
自
己
是
認
の
感
情
を
自
然
に
も
ち
ま
す
。

そ
ん
な
偶
発
事
故
に
際
し
、
た
い
て
い
の
人
が
わ
が
身
の
非
運
に
つ
い
て
自
然
に
い
だ
く
見
解
は
、
ほ
か
の
ど
ん
な
見
解
も
何
ひ
と
つ
思
い
つ
か
せ
な

い
ほ
ど
鮮
明
・
強
烈
な
彩
り
で
彼
ら
に
迫
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
わ
が
身
の
痛
み
と
わ
が
胸
の
恐
怖
心
以
外
、
な
に
も
感
じ
ず
、
な
に
も
注
視

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
胸
中
に
い
る
理
念
上
の
あ
の
人
物
の
判
断
ば
か
り
か
、
た
ま
た
ま
目
の
前
に
居
合
わ
せ
た
実
在
の
観
察
者
の
判
断
も
、

す
っ
か
り
見
過
ご
さ
れ
、
無
視
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
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非
運
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
り
っ
ぱ
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
自
然
が
与
え
る
ね
ぎ
ら
い﹇
自
己
是
認
感
情
﹈は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
、
そ
の
態
度
の
り
っ

ぱ
な
程
度
に
正
確
に
比
例
し
て
い
ま
す
。

痛
み
・
辛
さ
の
苦
渋
を
埋
め
合
わ
せ
る
補
償
と
し
て
自
然
が
与
え
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
唯
ひ
と
つ
し
か
な
く
、
そ
の
補
償
も
ま
た
、

り
っ
ぱ
な
態
度
が
同
等
の
レ
ベ
ル
な
ら
ば
、
上
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
痛
み
と
辛
さ
の
程
度
に
正
確
に
比
例
し
ま
す
。

も
っ
て
生
ま
れ
た
感
受
能
力
を
克
服
す
る
喜
び
と
自
尊
心
は
、
そ
の
克
服
に
必
要
な
克
己
自
制
の
程
度
が
強
け
れ
ば
、
そ
れ
に
比
例
し
て
一
段
と
強
く

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
喜
び
と
自
尊
心
は
ま
こ
と
ず
い
ぶ
ん
強
い
の
で
、
こ
れ
を
心
行
く
ま
で
味
わ
う
人
は
だ
れ
だ
っ
て
少
し
は
幸
せ
な
気
分
に
な

る
も
の
で
す
。

自
己
達
成
感
が
隈
な
く
宿
る
胸
の
内
に
は
、
不
幸
・
窮
乏
は
け
っ
し
て
入
り
込
め
ま
せ
ん
。
ス
ト
ア
学
派
に
同
調
し
て
、「
上
で
言
及
し
た
あ
ん
な
偶

発
事
故
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
知
恵
あ
る
人
の
幸
福
は
、
ほ
か
の
ど
ん
な
事
情
の
も
と
で
味
わ
う
幸
福
と
も
あ
ら
ゆ
る
点
で
等
し
い
」
と
い
う
の
は
、

た
ぶ
ん
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
点
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
て
知
恵
あ

る
人
が
自
分
自
身
に
贈
る
喝
采
を
心
行
く
ま
で
味
わ
う
と
き
、
胸
に
や
ど
る
数
々
の
苦
し
み
の
感
覚
は
、
跡
形
も
な
く
消
え
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、

た
し
か
に
ず
い
ぶ
ん
と
緩
和
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

28

そ
ん
な
辛
酸
の
あ
ま
り
発
作
に
む
せ
ぶ
時
、
と
言
え
ば
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
時
わ
た
し
の
想
像
で
は
、
ど
ん
な
に
知
恵
が

あ
り
強
靭
な
意
志
の
持
ち
主
で
も
、
冷
静
沈
着
を
保
つ
に
は
、
相
当
大
き
な
努
力
、
骨
身
を
削
る
尽
力
さ
え
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
彼
が
み
ず
か
ら
の
辛

酸
に
つ
い
て
自
然
に
い
だ
く
心
情
、
み
ず
か
ら
の
境
遇
に
つ
い
て
自
然
に
も
つ
見
解
は
、
彼
を
圧
倒
し
、
と
て
も
大
き
な
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
公
平
な

観
察
者
の
心
情
・
見
解
に
注
意
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

自
分
の
胸
の
見
解
と
公
平
な
観
察
者
の
も
つ
見
解
は
、
同
時
に
彼
の
意
識
に
姿
を
現
し
ま
す
。
彼
の
名
誉
感
覚
と
、
自
ら
の
尊
厳
に
注
ぐ
配
慮
は
、
全

神
経
を
公
平
な
観
察
者
の
見
解
に
集
中
さ
せ
な
さ
い
と
指
示
し
ま
す
。
自
然
な
ま
ま
の
・
無
教
育
で
・
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
彼
の
心
情
は
、
ひ
っ
き
り
な

し
に
彼
の
注
意
を
観
察
者
の
見
解
か
ら
別
の
見
解
に
そ
ら
せ
よ
う
と
し
て
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
彼
は
、
胸
中
に
い
る
理
念
上
の
人
と
自
分
自
身
を
完
全

に
一
体
化
さ
せ
て
は
お
ら
ず
、わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
る
公
平
な
観
察
者
に
な
り
き
っ
て
い
ま
せ
ん
。ふ
た
つ
の
役
柄
に
や
ど
る
異
な
る
見
解
が
、
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彼
の
心
の
中
で
相
互
に
分
け
隔
て
ら
れ
て
別
々
に
存
在
し
、
各
々
が
互
い
に
違
う
態
度
を
彼
に
指
示
し
ま
す
。

彼
が
、
名
誉
と
尊
厳
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
る
見
解
に
従
う
と
き
、
た
し
か
に
、
自
然
は
、
見
返
り
も
な
く
彼
を
放
っ
て
は
お
き
ま
せ
ん
。
彼
は
わ
が
胸

一
杯
に
満
ち
る
自
己
是
認
感
情
を
味
わ
い
、
ま
た
、
率
直
で
公
平
な
観
察
者
な
ら
だ
れ
も
が
贈
る
喝
采
に
浴
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
は
、
自
然
の
不
易
の
諸
法
に
よ
っ
て
苦
し
み
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
然
が
授
け
る
そ
の
見
返
り
は
、
相
当
大
き
な
も
の
で

す
が
、
こ
の
不
易
の
諸
法
が
課
す
苦
し
み
を
ひ
と
つ
残
ら
ず
埋
め
合
わ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
そ
の
見
返
り
が
十
分
で
あ
っ
て
は
都
合

が
悪
い
の
で
す
。
自
然
の
見
返
り
が
、
上
の
苦
し
み
を
ひ
と
つ
残
ら
ず
埋
め
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
偶
発
事
故
の
せ
い
で
自
分
と
社
会
の
役
に
立
つ

可
能
性
を
き
っ
と
低
め
る
に
ち
が
い
な
い
の
に
、
自
己
利
益
の
原
理
に
従
っ
て
そ
れ
を
回
避
す
る
動
機
を
も
て
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
自
然
は
、
個

人
と
社
会
の
親
と
し
て
双
方
を
世
話
し
ま
す
か
ら
、「
人
間
に
は
そ
ん
な
偶
発
事
故
を
心
配
さ
せ
て
こ
と
ご
と
く
回
避
さ
せ
よ
う
」と
意
図
し
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
彼
は
苦
し
み
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
辛
酸
の
あ
ま
り
発
作
に
む
せ
び
身
も
だ
え
し
な
が
ら
も
、
男
ら
し
い
毅
然
と
し
た
表
情
だ
け
で
な
く
、

沈
着
・
冷
静
な
判
断
力
を
保
ち
ま
す
が
、
そ
う
す
る
に
は
精
根
尽
き
果
て
る
ま
で
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

29

し
か
し
、
人
間
の
自
然
本
性
の
成
り
立
ち
か
ら
い
っ
て
、
苦
悶
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
も
し
あ
の
発
作
を
生
き
延
び
る
な
ら
ば
、

や
が
て
何
の
努
力
を
し
な
く
て
も
、
人
は
普
段
ど
お
り
の
心
穏
や
か
さ
を
味
わ
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

義
足
の
人
は
、
た
し
か
に
相
当
大
き
な
不
便
に
あ
え
ぎ
、
残
り
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ
の
不
便
が
続
く
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
見
通
し
ま
す
。
し
か
し

や
が
て
、
彼
が
こ
の
不
便
に
注
ぐ
ま
な
ざ
し
は
、
公
平
な
観
察
者
な
ら
だ
れ
も
が
そ
れ
に
注
ぐ
ま
な
ざ
し
と
ぴ
っ
た
り
重
な
り
、
そ
の
不
便
は
、
一
人
で

い
る
と
き
や
人
と
交
流
す
る
と
き
に
味
わ
う
日
常
茶
飯
の
喜
び
を
何
一
つ
妨
げ
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
ま
も
な
く
彼
は
、
あ
の
胸
中
に
い
る
理
念
上
の

人
と
自
分
自
身
を
一
体
化
さ
せ
、
や
が
て
わ
が
身
の
境
遇
を
な
が
め
る
公
平
な
観
察
者
に
な
り
き
り
ま
す
。
も
は
や
彼
は
、
気
弱
な
人
が
当
初
す
る
こ
と

が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
不
便
を
思
っ
て
め
そ
め
そ
泣
い
た
り
、
悲
嘆
に
く
れ
た
り
、
悲
痛
な
気
持
ち
に
な
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
公
平
な
観
察
者
の
見
方

は
、
ま
こ
と
す
っ
か
り
彼
の
身
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
彼
は
、
何
ら
の
努
力
・
尽
力
を
し
な
く
て
も
、
そ
れ
以
外
の
見
方
か
ら
自
分
の
非
運
を
検
査
し
よ

う
と
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
。
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人
は
だ
れ
し
も
、
そ
の
境
遇
が
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
く
な
ら
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
早
晩
こ
れ
と
折
り
合
っ
て
い
く
不
退
転
の
覚
悟
を
も
ち

ま
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
覚
悟
に
感
服
し
て
、
ス
ト
ア
学
派
の
議
論
が
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
ほ
と
ん
ど
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ス
ト
ア
学
派
が
言
っ
て
い
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
く
あ
る
一
つ
の
境
遇
と
別
の
境
遇
を
比
べ
る
と
き
、
ど
ち
ら
が
本
当
に
幸
せ
だ
ろ
う

か
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
な
ん
ら
本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
も
し
そ
こ
に
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い

そ
の
差
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
境
遇
は
そ
っ
け
な
く
選
ば
れ
た
り
優
先
さ
れ
た
り
す
る
対
象
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
、
な
ん
ら
本
気
で
恋
い
焦
が
れ
る
対

象
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
あ
る
種
の
境
遇
は
退
け
ら
れ
た
り
避
け
ら
れ
た
り
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
そ
っ
け
な
く
拒
否
さ
れ
る
対
象

に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
、
な
ん
ら
本
気
で
執
拗
に
嫌
悪
す
る
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
（
42
）。

幸
福
は
、
心
穏
や
か
で
心
楽
し
く
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
心
穏
や
か
で
な
け
れ
ば
、
心
楽
し
く
あ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
心
が
隈
な
く
穏
や

か
で
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
ど
ん
な
こ
と
だ
っ
て
愉
快
な
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
長
く
続
く
す
べ
て
の
境
遇
に
お
い
て
は
、
変
化
を
期
待
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
人
の
心
も
、
早
晩
、
そ
の
自

然
で
普
段
ど
お
り
の
穏
や
か
な
状
態
を
回
復
し
ま
す
。
順
境
に
あ
っ
て
は
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
心
は
、
そ
の
自
然
で
普
段
ど
お
り
の
穏
や
か
な
状
態
に

ま
で
下
降
し
て
い
き
、
逆
境
に
あ
っ
て
は
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
そ
の
自
然
で
普
段
ど
お
り
の
状
態
に
ま
で
上
昇
し
て
い
き
ま
す
。
上
流
社
会
の
花
形
で

軽
薄
男
子
の
ロ
ー
ザ
ン
伯
爵
は
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
に
幽
閉
さ
れ
孤
絶
の
身
で
あ
っ
た
と
き
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
心
穏
や
か
さ
を
取
り
戻
し
、
蜘
蛛
に
え

さ
を
や
っ
て
心
楽
し
く
す
ご
す
こ
と
が
で
き
る
余
裕
を
得
ま
し
た
（
43
）。
彼
よ
り
教
養
が
あ
る
人
だ
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
早
く
心
穏
や
か
さ
を
取
り
戻

し
た
で
し
ょ
う
し
、
も
っ
と
早
く
ず
っ
と
上
等
な
娯
楽
を
見
つ
け
た
で
し
ょ
う
。

31

人
生
に
悲
惨
と
波
乱
を
あ
い
ま
っ
て
も
た
ら
す
元
凶
は
、
二
種
類
の
長
く
続
く
境
遇
の
隔
た
り
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
が
め
つ
さ
は
、
貧
困
と
富
裕
の
隔
た
り
を
、
野
心
は
、
民
間
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
公
務
に
つ
く
こ
と
の
隔
た
り
を
、
見
栄
は
、
無
名
の
闇
に
埋
も

れ
る
こ
と
と
広
く
名
声
が
知
れ
渡
る
こ
と
の
隔
た
り
を
、
過
大
評
価
し
ま
す
。

お
よ
そ
こ
れ
ら
の
野
放
図
な
情
念
に
支
配
さ
れ
る
人
は
、
そ
の
実
際
の
境
遇
に
あ
っ
て
惨
め
に
暮
ら
す
ば
か
り
か
、
彼
が
や
た
ら
馬
鹿
み
た
い
に
褒
め

五
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ち
ぎ
る
境
遇
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
、
し
ば
し
ば
社
会
の
平
和
を
思
わ
ず
妨
害
し
ま
す
。
し
か
し
、「
円
満
な
心
は
、
人
生
を
お
り
な
す
通
常
の
ど
ん
な

境
遇
で
も
、
等
し
く
平
静
、
等
し
く
ほ
が
ら
か
で
、
等
し
く
泰
然
自
若
と
し
て
い
ら
れ
る
」
と
い
う
知
見
が
わ
ず
か
で
も
あ
れ
ば
、
彼
の
心
は
満
た
さ
れ

る
で
し
ょ
う
に
。

た
し
か
に
、
上
の
境
遇
の
う
ち
あ
る
種
の
も
の
は
、
ほ
か
の
も
の
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
の
境
遇

も
、
狂
お
し
い
情
熱
で
追
い
求
め
る
だ
け
の
価
値
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
情
熱
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
予
見
注
意
力
の
準
則

あ
る
い
は
正
義
の
準
則
を
踏
み
に
じ
る
と
、
わ
が
身
の
愚
劣
さ
を
想
起
し
て
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
り
、
わ
が
身
の
不
正
義
に
戦
慄
し
て
悔
恨
の
念
に
堪
え

な
く
な
っ
た
り
し
て
、
将
来
の
心
穏
や
か
さ
を
台
無
し
に
す
る
か
ら
で
す
。「
汝
の
境
遇
を
変
え
よ
う
と
試
し
て
み
よ
」
と
、
予
見
注
意
力
が
指
示
も
せ

ず
、
正
義
が
許
可
も
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
れ
を
試
み
る
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
賭
け
事
の
う
ち
で
も
っ
と
も
割
り
の
あ
わ
な
い
勝
負
に
面
白
半
分
に
興
じ
、

一
切
合
財
を
賭
け
に
投
じ
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
何
の
見
返
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。

エ
ピ
ル
ス
王
の
寵
臣
が
そ
の
主
君
に
言
っ
た
こ
と
は
、人
生
を
お
り
な
す
通
常
の
ど
ん
な
境
遇
に
い
る
人
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。王
が
寵
臣
に
む
か
っ

て
、
こ
れ
か
ら
乗
り
出
そ
う
と
計
画
し
て
い
る
す
べ
て
の
征
服
を
順
次
数
え
上
げ
、
そ
の
最
後
の
征
服
を
話
し
た
と
こ
ろ
で
、「
そ
れ
で
次
に
陛
下
は
ど

ん
な
計
画
に
乗
り
出
す
お
つ
も
り
で
す
か
」
と
そ
の
寵
臣
は
言
い
ま
し
た
。
王
が
、「
わ
た
し
は
友
人
た
ち
と
心
楽
し
く
暮
ら
し
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
な

が
ら
仲
良
く
し
よ
う
と
努
め
る
よ
」
と
言
う
と
、「
そ
れ
で
、
陛
下
が
今
そ
う
す
る
こ
と
を
邪
魔
立
て
す
る
も
の
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
寵
臣
は
応

じ
ま
し
た
（
44
）。

と
り
と
め
の
な
い
空
想
に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
輝
か
し
く
高
貴
な
境
遇
を
夢
見
よ
う
と
も
、
わ
た
し
た
ち
が
引
き
出
そ
う
と
計
画
し
て
い
る
本
当
の
幸
せ

（
42
）
た
と
え
ば
、Cicero,

D
e
finibus,

III.xvi.52
.

を
見
よ
。

（
43
）A

ntonin
N
om
parde

Caum
ont,

com
te

（
の
ち
にduc

）de
Lauzun,1633

－1723

は
一
六
六
五
年
に
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
に
半
年
間
、
一
六
八
九
年
に
も
再
び
幽
閉
さ
れ
た
が
、
い
ず

れ
の
と
き
も
、
愛
人
を
め
ぐ
っ
て
ル
イ
一
四
世
と
い
ざ
こ
ざ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
、
一
六
七
一
年
か
ら
一
六
八
一
年
ま
で
の
一
〇
年
間
、
フ
ラ
ン
ス
が
支
配
権
を

握
っ
て
い
たPiedm

ont

のPinerolo

要
塞
で
軍
務
に
つ
い
た
が
、
そ
れ
は
、
あ
る
法
定
女
子
相
続
人
が
相
続
す
る
と
他
人
が
得
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
彼
女
を
探
し
出
す
た
め

で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
の
典
拠
は
、
ど
う
や
ら
ラ
シ
ー
ヌ
の
歴
史
書
の
よ
う
で
あ
る
が
、
正
確
な
引
用
箇
所
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
44
）
こ
の
対
話
はK

ing
Pyrrhus

と
そ
の
大
臣Cineas

の
間
で
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、Plutarch,

ParallelLives,
Pyrrhus,14

.

が
典
拠
で
あ
る
。
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を
生
む
楽
し
み
は
、
つ
つ
ま
し
い
な
が
ら
も
現
実
の
暮
ら
し
向
き
の
な
か
で
常
に
手
元
に
あ
り
・
手
が
届
く
楽
し
み
と
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
同
じ
も
の
で

す
。
見
栄
と
優
越
感
か
ら
く
る
軽
薄
な
楽
し
み
を
除
け
ば
、
き
わ
め
て
高
貴
な
暮
ら
し
向
き
が
か
な
え
て
く
れ
る
ほ
か
の
楽
し
み
は
、
身
柄
の
自
由
ば
か

り
の
ど
ん
な
に
つ
つ
ま
し
い
暮
ら
し
向
き
に
も
見
出
せ
ま
す
。
一
方
、
そ
の
見
栄
と
優
越
感
か
ら
く
る
楽
し
み
は
、
完
全
な
心
穏
や
か
さ
―
―
そ
れ
は
、

し
み
じ
み
と
満
足
感
を
心
行
く
ま
で
味
わ
う
た
め
の
原
理
・
土
台
で
す
―
―
と
は
め
っ
た
に
両
立
し
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
目
指
す
華
々
し
い
境
遇
で

し
み
じ
み
と
満
足
感
を
味
わ
う
と
し
て
も
、
必
死
に
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
つ
つ
ま
し
い
境
遇
で
そ
れ
を
味
わ
う
と
き
と
同
じ
く
安
心
し
て
い
ら
れ
る
か
ど

う
か
、
確
か
な
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

歴
史
上
の
記
録
を
調
べ
、
ま
た
、
あ
な
た
自
身
の
経
験
の
範
囲
内
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
し
て
、
読
ん
だ
り
伝
え
聞
い
た
り
思
い
出
し
た
り
す
る

ひ
ど
く
不
運
な
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、
私
生
活
や
公
共
生
活
で
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
か
を
じ
っ
と
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
ら
の
大

半
が
非
運
を
こ
う
む
っ
た
の
は
、
自
分
が
元
気
な
・
そ
の
時
を
知
ら
ず
、
自
分
が
静
か
に
座
し
満
足
し
て
い
る
の
が
適
切
な
・
そ
の
時
を
知
ら
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
り
に
健
康
な
体
質
で
あ
る
の
に
、
医
療
に
よ
っ
て
そ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
努
力
し
た
人
の
墓
碑
銘
は
、「
わ
た
し
は
元
気
で
あ
っ
た
。
わ
た
し

は
も
っ
と
元
気
に
な
り
た
い
と
夢
見
た
。
そ
し
て
今
こ
こ
に
わ
た
し
は
い
る
（
45
）」
と
い
う
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
が
め
つ
さ
と
野
心
が
挫
折
し
て
味
わ
う

辛
酸
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

32

大
方
の
人
は
、
救
済
手
段
が
ま
だ
ど
こ
か
に
あ
る
非
運
に
遭
う
と
、
そ
ん
な
手
段
が
ど
こ
に
も
な
い
と
わ
か
り
き
っ
て
い
る
非
運
に
遭
う
場
合
よ
り

も
、
自
然
で
普
段
ど
お
り
の
心
穏
や
か
さ
を
回
復
す
る
の
が
遅
れ
た
り
、
回
復
に
む
ら
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
洞
察
は
、
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

救
済
手
段
が
ど
こ
に
も
な
い
と
わ
か
り
き
っ
て
い
る
非
運
に
見
舞
わ
れ
る
と
き
、
知
恵
あ
る
人
と
気
弱
な
人
の
感
情
と
態
度
に
傍
目
に
も
わ
か
る
ほ
ど

の
違
い
が
み
ら
れ
る
の
は
、
主
に
発
作
と
も
呼
べ
る
・
取
り
乱
す
最
初
の
時
点
で
す
。
時
間
こ
そ
、
偉
大
で
普
遍
的
な
慰
め
手
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
そ

の
力
に
よ
っ
て
気
弱
な
人
は
、
徐
々
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
最
終
時
点
で
は
、
知
恵
あ
る
人
と
同
等
レ
ベ
ル
の
心
穏
や
か
さ
に
達
し
ま
す
が
、
知
恵

あ
る
人
は
、
自
ら
の
尊
厳
と
男
ら
し
さ
へ
の
配
慮
か
ら
、
非
運
の
当
初
に
、
そ
ん
な
心
穏
や
か
さ
を
装
い
な
さ
い
と
教
わ
り
ま
す
。
義
足
の
男
の
状
況
は
、

六
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こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
例
証
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
・
友
人
・
親
族
が
死
に
、修
復
不
能
な
非
運
に
見
舞
わ
れ
る
と
、知
恵
あ
る
人
で
さ
え
、し
ば
ら
く
は
控
え
め
な
悲
し
み
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も

身
を
任
せ
て
浸
り
ま
す
。
愛
情
こ
ま
や
か
な
が
ら
も
気
弱
な
女
性
は
、
そ
ん
な
場
面
に
遭
う
と
、
ほ
と
ん
ど
す
っ
か
り
気
が
動
転
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
時
間
は
、
長
短
の
差
は
あ
れ
、
い
つ
か
き
っ
と
ど
ん
な
に
気
弱
な
女
性
を
も
落
ち
着
か
せ
、
き
わ
め
て
頑
強
な
男
性
と
同
じ
程
度
の
心

穏
や
か
さ
を
回
復
さ
せ
ま
す
。
知
恵
あ
る
人
は
、
わ
が
身
を
即
座
に
直
接
襲
う
ど
ん
な
修
復
不
能
な
災
厄
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
数
ヶ
月
か
数
年
の
う
ち
に

結
局
は
心
穏
や
か
さ
が
き
っ
と
自
分
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
見
通
し
て
、
そ
れ
を
当
初
に
先
取
り
し
、
前
も
っ
て
味
わ
お
う
と
努
力
す
る
の
で
す
。

33

救
済
の
機
会
が
事
柄
の
性
質
上
残
さ
れ
て
い
る
非
運
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
非
運
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
機
会
を
利
用
す
る
手
段
が

非
運
に
苦
し
む
当
人
の
手
に
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
場
合
、
彼
は
、
以
前
の
境
遇
に
も
ど
ろ
う
と
む
な
し
く
無
益
な
試
み
を
し
、
そ
れ
が
成
功
す
る
か

ど
う
か
絶
え
ず
一
喜
一
憂
し
、
失
敗
の
た
び
に
何
度
も
挫
折
感
を
味
わ
い
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
せ
い
で
、
自
然
な
心
穏
や
か
さ
を
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
り
、ま
た
、救
済
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
き
っ
て
い
れ
ば
も
っ
と
ひ
ど
い
非
運
で
も
二
週
間
と
は
煩
悶
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
、全
生
涯
に
わ
た
っ

て
惨
め
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
す
。

国
王
の
寵
愛
を
急
に
失
っ
て
不
興
を
買
っ
た
り
、
権
力
の
座
を
追
わ
れ
て
日
の
目
を
見
な
い
地
位
に
転
落
し
た
り
、
金
持
ち
か
ら
貧
乏
人
に
落
ち
ぶ
れ

た
り
、
自
由
の
身
か
ら
囚
わ
れ
の
身
に
な
っ
た
り
、
丈
夫
な
健
康
を
失
い
、
治
る
見
込
み
が
お
そ
ら
く
な
い
し
つ
こ
い
慢
性
病
に
か
か
っ
た
り
、
そ
ん
な

と
き
に
少
し
も
じ
た
ば
た
せ
ず
、
自
分
に
降
り
か
か
っ
た
運
勢
を
い
た
っ
て
平
然
・
従
容
と
受
け
容
れ
る
人
は
、
相
当
早
く
に
普
段
ど
お
り
の
自
然
な
心

穏
や
か
さ
を
取
り
戻
し
、
ど
ん
な
利
害
に
も
囚
わ
れ
な
い
観
察
者
が
思
わ
ず
立
つ
視
点
と
同
じ
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
冷
淡
さ
よ
り
ず
っ
と
温
か
な
視
点

に
立
っ
て
、
自
分
の
現
実
の
境
遇
に
ま
つ
わ
る
ど
ん
な
心
地
悪
い
事
情
も
検
査
し
ま
す
。

党
派
争
い
・
陰
謀
・
密
謀
は
、
不
遇
な
政
治
家
の
心
の
平
穏
を
か
き
乱
し
ま
す
。
破
天
荒
な
計
画
や
金
鉱
の
胸
算
用
は
、
破
滅
し
た
一
文
な
し
の
休
息

を
さ
え
ぎ
り
ま
す
。
牢
獄
か
ら
の
逃
亡
を
四
六
時
中
も
く
ろ
ん
で
い
る
囚
人
は
、
け
ち
な
牢
獄
で
す
ら
与
え
て
く
れ
る
気
兼
ね
の
な
い
安
心
を
味
わ
う
こ

（
45
）
イ
タ
リ
ア
語
の
墓
碑
銘
で
、D

ryden,
‘The

D
edication

ofthe
A
eneis’

（1697

）
お
よ
びThe

Spectator,25
（29

M
arch1711

）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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と
が
で
き
ま
せ
ん
。
医
者
が
だ
す
薬
は
、
し
ば
し
ば
不
治
の
患
者
を
苦
し
め
る
最
大
の
拷
問
で
す
。

夫
の
フ
ェ
リ
ペ
を
亡
く
し
た
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
ホ
ア
ナ
を
慰
め
る
た
め
に
、
あ
る
修
道
士
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
国
王

が
、
打
ち
ひ
し
が
れ
た
王
妃
の
祈
り
に
よ
っ
て
死
後
十
四
年
を
経
て
生
き
返
っ
た
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
修
道
士
の
伝
奇
的
説
話
に
よ
っ

て
、
不
幸
な
王
妃
の
ふ
さ
ぎ
こ
ん
だ
心
が
静
け
さ
を
取
り
戻
す
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は
、
説
話
と
同
じ
成
果
を
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
希
望

を
胸
に
、
説
話
と
同
じ
こ
と
を
何
度
も
試
そ
う
と
努
め
、
長
い
間
夫
の
埋
葬
に
抵
抗
し
、
そ
の
後
ま
も
な
く
墓
穴
か
ら
夫
の
遺
体
を
引
き
上
げ
、
ほ
と
ん

ど
片
時
も
そ
ば
を
離
れ
ず
親
し
く
寄
り
添
い
、愛
慕
す
る
フ
ェ
リ
ペ
の
再
生
に
よ
っ
て
夢
が
か
な
え
ら
れ
る
幸
福
の
瞬
間
を
見
逃
す
ま
い
と
、居
て
も
立
っ

て
も
い
ら
れ
ず
今
か
今
か
と
待
ち
わ
び
て
い
ま
し
た

（
ｃ
）（
46
）。

34

他
人
の
心
情
を
敏
感
に
感
じ
と
る
能
力
は
、
克
己
自
制
の
毅
然
と
し
た
男
ら
し
さ
と
相
容
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
反
対
で
あ
っ
て
、
男
ら
し
さ

の
根
底
に
あ
る
原
理
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
し
く
こ
の
原
理
な
い
し
直
感
的
本
能
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
、
隣
人
の
非
運
に
際
し
て

は
そ
の
悲
し
み
を
い
た
わ
ら
せ
、
自
分
の
非
運
に
際
し
て
は
わ
が
胸
の
悲
し
み
か
ら
く
る
情
け
な
い
み
じ
め
な
泣
き
言
を
控
え
さ
せ
る
も
の
で
す
。

ま
さ
し
く
こ
の
原
理
な
い
し
直
感
的
本
能
こ
そ
、わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
、隣
人
の
順
境
・
成
功
に
際
し
て
は
そ
の
喜
び
に
祝
辞
を
捧
げ
さ
せ
、

自
分
の
順
境
・
成
功
に
際
し
て
は
わ
が
胸
の
喜
び
か
ら
く
る
軽
率
で
抑
制
を
欠
く
態
度
を
控
え
さ
せ
る
も
の
で
す
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
わ
た
し
た
ち

の
胸
の
感
情
・
心
情
の
適
切
さ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
他
人
の
感
情
・
心
情
に
入
り
込
ん
で
い
っ
て
そ
れ
を
心
に
い
だ
く
際
の
み
ず
み
ず
し
さ
・
力
強
さ
に

正
確
に
比
例
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

35

き
わ
め
て
完
全
な
美
徳
の
持
ち
主
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
上
な
い
愛
情
と
畏
敬
の
念
を
自
然
に
注
ぐ
人
物
と
は
、
わ
が
胸
に
当
初
に
湧
く
・
私
事
に

か
ま
け
る
心
情
を
完
全
に
制
御
す
る
自
制
心
を
も
つ
と
同
時
に
、
他
人
の
心
に
当
初
に
湧
き
、
あ
る
い
は
共
感
に
よ
り
湧
く
心
情
の
両
方
を
き
わ
め
て
機

敏
に
感
じ
と
る
力
を
あ
わ
せ
も
つ
人
で
す
。
な
ご
や
か
で
・
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
・
や
さ
し
い
美
徳
を
す
べ
て
も
つ
と
同
時
に
、
偉
大
で
・
威
光
を
放

ち
・
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
美
徳
を
す
べ
て
あ
わ
せ
持
つ
人
は
、
き
っ
と
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
最
高
の
愛
と
賞
賛
の
念
を
注
が
れ
る
の
が
自
然
で
適
切
な
対

象
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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36

上
の
二
種
類
の
美
徳
の
う
ち
、
前
者
を
身
に
つ
け
る
最
適
の
素
質
を
生
ま
れ
も
っ
た
人
は
、
同
時
に
、
後
者
の
美
徳
を
身
に
つ
け
る
最
適
の
素
質
を

も
っ
て
い
ま
す
。
他
人
の
喜
び
・
悲
し
み
を
案
じ
て
心
の
奥
深
く
感
じ
入
る
人
は
、
わ
が
胸
の
喜
び
・
悲
し
み
を
き
わ
め
て
完
全
に
制
御
す
る
能
力
を
身

に
つ
け
る
最
適
の
素
質
を
も
っ
て
い
ま
す
。
き
わ
め
て
繊
細
優
美
な
情
け
深
さ
の
持
ち
主
は
、
最
上
の
克
己
自
制
を
身
に
つ
け
る
最
適
の
素
質
を
生
ま
れ

も
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
彼
は
そ
の
克
己
自
制
を
身
に
つ
け
た
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
実
際
身
に
つ
け
な
か
っ
た
例
は
ず
い
ぶ
ん
多
い
の
で
す
。
彼

は
あ
ま
り
に
も
く
つ
ろ
ぎ
、
心
穏
や
か
に
暮
ら
し
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
党
派
争
い
の
横
暴
や
、
戦
争
の
試
練
・
危
難
に
一
度
も
身
を
さ
ら

し
た
こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
上
司
の
威
張
っ
た
態
度
や
、
同
僚
の
嫉
妬
深
く
悪
意
の
こ
も
っ
た
羨
望
や
、
部
下
の
不
正
な
ち
ょ
ろ
ま
か

し
を
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
老
齢
に
達
し
、
運
勢
が
思
い
が
け
ず
暗
転
し
て
、
そ
ん
な
事
態
に
こ
と
ご
と
く
直
面
す

る
と
き
、
そ
れ
ら
は
み
な
あ
ま
り
に
も
強
い
印
象
を
彼
の
心
に
刻
み
ま
す
。

彼
は
、き
わ
め
て
完
全
な
克
己
自
制
を
身
に
つ
け
る
の
に
適
し
た
心
理
的
習
性
で
す
が
、そ
れ
を
身
に
つ
け
る
機
会
に
一
度
も
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

実
地
訓
練
と
実
践
が
不
足
し
て
い
た
の
で
す
が
、こ
れ
な
く
し
て
は
、ど
ん
な
習
慣
も
そ
れ
な
り
に
し
っ
か
り
打
ち
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

試
練
・
危
険
・
権
利
侵
害
・
非
運
は
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
美
徳
の
実
地
訓
練
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
師
匠
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
師
匠
の
と

こ
ろ
に
は
、
だ
れ
ひ
と
り
志
願
し
て
入
門
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

37

柔
和
な
美
徳
の
情
け
深
さ
が
養
わ
れ
る
最
適
の
境
遇
は
、
質
朴
な
美
徳
の
克
己
自
制
が
形
成
さ
れ
る
最
適
の
境
遇
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

わ
が
身
が
安
泰
な
人
は
、
他
人
の
辛
酸
に
耳
を
傾
け
る
余
裕
を
き
わ
め
て
多
く
も
っ
て
い
ま
す
。
わ
が
身
を
試
練
に
さ
ら
す
人
は
、
と
っ
さ
に
す
ぐ
わ

が
胸
の
心
情
を
注
視
し
て
制
御
す
る
よ
う
迫
ら
れ
ま
す
。
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な
い
静
け
さ
を
た
た
え
て
穏
や
か
に
降
り
注
ぐ
陽
光
を
浴
び
、
放
蕩
を
知
ら

ず
知
恵
を
愛
す
る
余
暇
を
生
き
る
静
か
な
隠
棲
の
な
か
、
柔
和
な
美
徳
の
情
け
深
さ
は
果
て
し
な
く
繁
茂
し
、
こ
の
上
な
く
発
達
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

（
ｃ
）See

Robertson’s
Charles

V
.vol.ii.pp.14

and15
,
firstedition.

（
46
）W

illiam
Robertson

（1721
－93

）,H
istory

ofthe
Reign

ofthe
Em
peror

Charles
V

（1769

）.
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ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
境
遇
で
は
、
克
己
自
制
を
思
い
切
り
立
派
に
気
高
く
発
揮
す
る
訓
練
を
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
戦
争
や
党
争
、

公
共
の
波
乱
・
混
乱
が
騒
々
し
く
吹
き
荒
れ
る
空
の
下
で
こ
そ
、
克
己
自
制
の
び
く
と
も
し
な
い
厳
格
さ
は
満
面
に
開
花
し
、
き
わ
め
て
実
り
豊
か
に
養

わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
ん
な
境
遇
で
は
、
情
け
深
さ
が
ど
ん
な
に
強
力
に
教
え
諭
し
て
も
、
大
抵
、
黙
殺
さ
れ
た
り
無
視
さ
れ
た

り
す
る
に
ち
が
い
な
く
、
そ
ん
な
ふ
う
に
無
視
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
ど
う
し
て
も
情
け
深
さ
の
原
理
は
弱
ま
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

敵
の
情
け
を
受
け
な
い
こ
と
が
兵
士
の
義
務
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
、
し
か
ら
ば
、
敵
に
情
け
を
か
け
な
い
こ
と
が
、
と
き
に
は
兵
士
の
義
務
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
心
苦
し
い
義
務
に
や
む
を
え
ず
服
す
る
状
況
に
幾
度
か
置
か
れ
た
ら
、
そ
の
人
の
情
け
深
さ
が
相
当
に
減
退
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
兵
士
は
、
非
運
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
し
ば
し
ば
置
か
れ
、
そ
の
非
運
を
笑
い
飛
ば
し
て
心
を
軽
く
す
る
術
を
あ
ま

り
に
も
す
ん
な
り
身
に
つ
け
ま
す
。
克
己
自
制
を
思
い
切
り
気
高
く
発
揮
す
る
よ
う
奮
い
立
た
せ
る
境
遇
は
、
時
に
隣
人
の
財
産
を
、
時
に
そ
の
生
命
を

い
や
お
う
な
く
侵
害
す
る
こ
と
を
迫
り
ま
す
か
ら
、
隣
人
の
財
産
と
生
命
へ
の
神
聖
な
配
慮
こ
そ
、
正
義
と
情
け
深
さ
の
根
底
に
あ
る
も
の
な
の
に
、
そ

れ
を
減
退
さ
せ
る
傾
向
が
つ
ね
に
あ
り
、
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
ざ
ら
に
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
世
間
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
情
け
深
い
人
で
あ
り
な
が
ら
、
克
己
自
制
の
美
徳
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
無
精
、
優
柔
不
断
で
、
困
難
や
危

険
に
よ
っ
て
た
や
す
く
士
気
を
く
じ
か
れ
、
ど
ん
な
誇
ら
し
い
追
求
で
も
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
人
が
ま
こ
と
よ
く
見
か
け
ら
れ
、
ま
た
、
逆
に
、
き
わ
め

て
完
全
な
克
己
自
制
の
美
徳
の
持
ち
主
で
あ
り
、
ど
ん
な
困
難
に
も
く
じ
け
ず
、
ど
ん
な
危
険
に
も
肝
を
つ
ぶ
さ
ず
、
ど
ん
な
に
思
い
切
っ
た
向
こ
う
見

ず
な
事
業
に
も
い
ど
む
心
構
え
が
い
つ
も
で
き
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た
、
正
義
や
情
け
深
さ
に
無
感
覚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
が
ま
こ
と
よ
く
見
か

け
ら
れ
ま
す
。

38

ひ
と
り
で
い
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
や
や
も
す
れ
ば
、
わ
が
身
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ら
ど
ん
な
こ
と
に
で
も
、
あ
ま
り
に
も
深
く
感
じ
入
っ
て
し
ま

い
が
ち
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
が
計
ら
っ
た
善
事
や
こ
う
む
っ
た
権
利
侵
害
を
過
大
評
価
す
る
き
ら
い
が
あ
り
、
ま
た
、
わ
が
身
の
好
運
に
よ
っ

て
あ
ま
り
に
も
晴
れ
や
か
な
気
分
に
な
っ
た
り
、
わ
が
身
の
不
運
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
く
打
ち
ひ
し
が
れ
た
り
し
が
ち
で
す
。

友
人
の
語
ら
い
は
わ
た
し
た
ち
を
快
活
に
し
て
く
れ
、
面
識
の
な
い
人
の
語
ら
い
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
す
。
胸
裏
の
あ
の
人
物
、
わ
た
し
た
ち
の
感

情
と
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
る
抽
象
的
で
理
念
的
な
観
察
者
は
、
実
在
の
観
察
者
が
眼
前
に
い
な
け
れ
ば
、
眠
っ
た
ま
ま
で
そ
の
義
務
を
思
い
出
さ
な
い
こ
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と
が
よ
く
あ
り
、
そ
ん
な
観
察
者
か
ら
は
最
低
限
の
共
感
と
寛
恕
し
か
期
待
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
観
察
者
こ
そ
つ
ね
に
、
克
己
自
制
の
教
訓
を
き
わ

め
て
完
璧
に
教
え
て
く
れ
る
と
期
待
で
き
る
人
で
す
。

39

あ
な
た
は
逆
境
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
孤
独
の
闇
の
な
か
で
悲
し
み
に
暮
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
親
し
い
友
人
た
ち
の
寛

大
な
共
感
に
あ
わ
せ
て
あ
な
た
の
悲
し
み
を
律
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
き
る
だ
け
す
ぐ
に
、
世
間
と
社
会
の
日
差
し
の
も
と
に
戻
っ
て
ゆ
き
な
さ
い
。

面
識
の
な
い
人
、あ
な
た
の
非
運
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
人
、あ
る
い
は
、そ
れ
に
つ
い
て
何
の
配
慮
も
し
て
く
れ
な
い
人
と
一
緒
に
過
ご
し
な
さ
い
。

敵
対
者
の
一
座
に
同
席
す
る
こ
と
さ
え
避
け
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
あ
な
た
が
自
ら
の
災
厄
に
ど
ん
な
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
な
い
か
、
そ
の
災
厄
に

ど
ん
な
に
超
然
と
し
て
い
る
か
を
敵
に
感
じ
さ
せ
て
、
悪
意
の
こ
も
っ
た
敵
の
喜
び
に
無
念
を
味
わ
わ
せ
て
悦
に
入
る
が
よ
ろ
し
い
。

40

あ
な
た
は
順
境
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
あ
な
た
が
好
運
か
ら
味
わ
う
喜
び
を
、
あ
な
た
自
身
の
家
や
あ
な
た
の
付
き
合
う
仲

間
内
に
閉
じ
込
め
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
ご
機
嫌
取
り
や
、
あ
な
た
の
運
勢
に
乗
じ
て
自
ら
の
運
勢
を
立
て
直
そ
う
と
待
望
す
る
人

た
ち
が
い
ま
す
。
あ
な
た
か
ら
助
け
を
借
り
て
い
な
い
人
、
あ
な
た
の
運
勢
で
は
な
く
、
そ
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
だ
け
を
理
由
に
し
て
あ
な
た
を
評
価
で

き
る
人
を
よ
く
訪
ね
な
さ
い
。
か
つ
て
は
あ
な
た
よ
り
上
席
者
だ
っ
た
が
、
今
は
同
格
者
で
あ
る
か
、
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
あ
な
た
の
ほ
う
が
上
席
者
で
さ

え
あ
る
の
を
認
め
て
気
を
悪
く
す
る
集
団
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
彼
ら
を
求
め
て
も
、
避
け
て
も
な
り
ま
せ
ん
し
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
し
ゃ

し
ゃ
り
出
て
も
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
し
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
高
慢
か
ら
く
る
厚
か
ま
し
さ
の
せ
い
で
、
彼
ら
と
同
席
す
る
こ
と
は
た
ぶ
ん
あ
ま
り

に
も
居
心
地
悪
い
で
し
ょ
う
が
、
も
し
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
望
み
う
る
最
高
の
つ
き
あ
い
仲
間
で
あ
る
と
心
得
な
さ
い
。
ま
た
、
も
し

あ
な
た
の
奥
ゆ
か
し
い
物
腰
か
ら
く
る
飾
り
気
の
な
さ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
好
意
と
親
切
を
勝
ち
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
あ
な
た
は
自
分
が
申
し
分
の

な
い
慎
み
を
保
ち
、
自
分
の
頭
は
好
運
に
よ
っ
て
全
然
の
ぼ
せ
て
い
な
い
と
安
心
し
て
よ
ろ
し
い
。

41

わ
た
し
た
ち
の
道
徳
感
情
の
適
切
さ
が
と
も
す
れ
ば
崩
れ
が
ち
な
の
は
、
甘
や
か
す
身
び
い
き
の
観
察
者
が
す
ぐ
近
く
に
い
る
一
方
、
利
害
に
囚
わ

れ
な
い
公
平
な
観
察
者
が
は
る
か
遠
く
に
い
る
時
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
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42

あ
る
独
立
国
の
国
民
が
別
の
独
立
国
の
国
民
に
対
し
て
と
る
行
動
に
つ
い
て
は
、
中
立
国
の
国
民
だ
け
が
、
利
害
に
囚
わ
れ
な
い
公
平
な
観
察
者
で

す
。
し
か
し
、
中
立
国
の
国
民
は
ま
こ
と
は
る
か
遠
く
に
い
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
な
か
な
か
視
野
に
入
り
ま
せ
ん
。

二
つ
の
国
民
が
対
立
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
有
力
市
民
は
、
自
分
の
ふ
る
ま
い
に
関
し
て
局
外
の
諸
国
民
が
い
だ
く
感
情
に
ほ
と
ん
ど
注

意
を
払
い
ま
せ
ん
。
そ
の
野
心
は
ひ
と
え
に
、
味
方
の
同
僚
市
民
の
是
認
を
得
る
こ
と
で
す
が
、
同
僚
市
民
は
皆
、
彼
自
身
を
い
き
り
立
た
せ
る
の
と
同

じ
敵
対
感
情
に
よ
っ
て
い
き
り
立
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
彼
が
同
僚
市
民
を
喜
ば
せ
る
最
上
の
策
は
、
敵
対
者
を
逆
上
さ
せ
・
神
経
を
逆
な
で
す
る
こ
と
で

す
。
身
び
い
き
の
観
察
者
は
す
ぐ
近
く
に
い
る
か
た
わ
ら
、
公
平
な
観
察
者
は
は
る
か
遠
く
に
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
戦
争
と
外
交
交
渉
に
お
い
て
正
義
の
諸
法
は
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
ま
せ
ん
。
誠
実
さ
と
公
正
な
取
引
は
ほ
と
ん
ど
一
顧
だ
に
さ
れ
ま
せ
ん
。

条
約
が
破
棄
さ
れ
て
も
、
そ
の
違
反
行
為
に
よ
っ
て
何
か
得
を
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
違
反
者
の
名
誉
が
汚
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
の
大
臣

を
お
だ
て
上
げ
て
一
杯
く
わ
せ
る
大
使
は
賞
賛
さ
れ
喝
采
を
受
け
ま
す
。
心
正
し
い
人
は
、
お
よ
そ
利
得
の
授
受
を
潔
し
と
し
ま
せ
ん
が
、
利
得
を
受
け

取
る
よ
り
は
与
え
る
ほ
う
が
ま
だ
し
も
不
名
誉
の
度
合
い
は
小
さ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
人
は
、
私
的
な
取
引
の
処
理
で
は
万
事
、
だ
れ
よ
り
も
慕
わ

れ
、
敬
意
を
払
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
上
の
よ
う
な
公
的
な
交
渉
の
処
理
で
は
、
自
分
の
仕
事
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
愚
者
・
狂
人
と
み

な
さ
れ
、
い
つ
だ
っ
て
同
僚
市
民
か
ら
軽
蔑
さ
れ
、
と
き
に
は
嫌
悪
の
的
に
さ
え
な
り
ま
す
。

戦
時
、
い
わ
ゆ
る
諸
国
民
の
法
は
頻
繁
に
踏
み
に
じ
ら
れ
な
が
ら
、（
違
反
者
が
唯
一
注
視
す
る
判
定
者
、
す
な
わ
ち
、
味
方
の
同
僚
市
民
の
あ
い
だ

で
は
）
そ
れ
を
踏
み
に
じ
っ
た
者
に
な
ん
ら
大
し
た
不
名
誉
は
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
諸
国
民
の
法
自
体
、
そ
の
大
部
分
は
、
ど
ん
な
に

明
々
白
々
で
な
ん
ら
証
明
す
る
ま
で
も
な
い
正
義
の
準
則
す
ら
ほ
と
ん
ど
顧
み
な
い
条
規
で
す
。「
無
辜
の
人
た
ち
は
、
罪
あ
る
者
た
ち
と
な
に
が
し
か

の
関
係
を
も
ち
、
ま
た
多
少
の
支
援
を
受
け
て
い
て
も
（
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
彼
ら
自
身
に
選
択
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
）、
そ
の
こ
と
ゆ

え
に
、
罪
あ
る
者
と
し
て
苦
し
め
ら
れ
た
り
、
処
罰
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
明
々
白
々
で
な
ん
ら
証
明
す
る
ま
で
も
な
い
正
義

の
準
則
の
ひ
と
つ
で
す
。
し
か
し
、
不
正
き
わ
ま
り
な
い
戦
争
に
お
い
て
、
罪
が
あ
る
の
は
主
権
者
・
支
配
者
だ
け
で
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
臣
民

に
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
だ
っ
て
一
点
の
落
ち
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
交
戦
相
手
国
に
都
合
が
よ
け
れ
ば
い
つ
で
も
、
無
抵
抗
の
市
民
の
財
産
は

陸
上
・
海
上
で
没
収
さ
れ
、
彼
ら
の
土
地
は
草
一
本
残
ら
ず
踏
み
荒
ら
さ
れ
、
そ
の
家
屋
は
焼
か
れ
、
彼
ら
自
身
も
、
身
の
程
知
ら
ず
に
い
さ
さ
か
で
も

抵
抗
す
れ
ば
、
殺
害
さ
れ
た
り
、
捕
虜
と
し
て
連
行
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
こ
ん
な
行
い
す
べ
て
が
、
い
わ
ゆ
る
諸
国
民
の
法
の
一
字
一
句
に
完
全
に
合
致
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し
て
い
る
の
で
す
（
47
）。

43

世
俗
権
力
や
教
会
権
力
を
め
ぐ
っ
て
敵
対
し
あ
う
党
派
間
の
敵
愾
心
は
、
敵
対
し
あ
う
国
民
間
の
敵
愾
心
よ
り
も
し
ば
し
ば
一
段
と
激
し
く
荒
れ
狂

い
、
党
派
が
互
い
に
と
る
行
動
は
し
ば
し
ば
一
段
と
陰
惨
で
す
（
48
）。

党
争
の
法
と
名
付
け
て
よ
い
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
謹
厳
な
著
者
た
ち
に
よ
っ
て
書
き
と
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
正
義
の
準
則
に
対
す
る
配

慮
が
足
り
な
い
と
い
う
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る
諸
国
民
の
法
よ
り
も
一
枚
上
で
す
。
だ
れ
よ
り
鼻
息
の
荒
い
愛
国
者
で
さ
え
、「
約
束
は
交
戦
相
手
国
と
の

間
で
守
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
ま
じ
め
な
問
題
と
し
て
公
に
論
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、「
約
束
は
反
逆
者
と
の
間
で
守
ら
れ

る
べ
き
か
ど
う
か
」、「
約
束
は
異
端
者
と
の
間
で
守
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
は
、
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
の
名
高
い
博
士
た
ち
に
よ
っ
て
た

び
た
び
公
に
激
し
く
論
じ
ら
れ
反
情
を
あ
お
っ
て
き
ま
し
た
。

反
逆
者
も
異
端
者
も
不
運
な
人
た
ち
で
あ
る
―
―
こ
の
事
実
は
わ
ざ
わ
ざ
認
定
す
る
ま
で
も
な
い
と
、
わ
た
し
は
推
測
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
世
情
が

し
か
る
べ
き
程
度
に
ま
で
物
騒
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
彼
ら
は
弱
い
ほ
う
の
党
派
に
属
す
る
と
い
う
非
運
に
遭
う
か
ら
で
す
。

党
争
で
気
が
動
転
し
た
国
民
の
な
か
に
あ
っ
て
、
流
行
の
思
潮
に
か
ぶ
れ
ず
自
分
の
判
断
を
保
つ
わ
ず
か
な
人
た
ち
が
、
ふ
つ
う
は
き
わ
め
て
少
数
で

す
が
、
た
し
か
に
い
つ
だ
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
彼
ら
は
、
自
身
の
率
直
さ
の
せ
い
で
、
両
党
派
の
内
密
な
関
係
か
ら
排
除
さ
れ
、
な
ん
ら
影
響
力
を
も

た
ず
、
あ
ち
こ
ち
に
点
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
力
を
合
わ
せ
て
も
一
人
の
孤
独
な
個
人
同
然
で
す
。
彼
ら
は
、
た
と
え
最
高
の
知
恵
者
の
一
人
で

あ
ろ
う
と
も
、
ま
さ
に
孤
独
な
個
人
と
し
て
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
集
団
の
な
か
に
あ
っ
て
鴻
毛
の
ご
と
く
軽
く
見
ら
れ
る
人
々
に
属

し
ま
す
。

そ
ん
な
人
た
ち
は
皆
、
両
党
派
の
狂
信
的
な
闘
士
か
ら
は
、
軽
蔑
と
あ
ざ
け
り
の
目
で
見
ら
れ
、
嫌
悪
の
目
で
迎
え
ら
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

真
の
党
派
的
人
間
は
、
率
直
さ
を
憎
み
・
見
下
し
ま
す
が
、
実
際
、
単
独
の
美
徳
と
し
て
は
こ
れ
ほ
ど
効
果
的
に
そ
の
持
ち
主
を
党
派
的
人
間
の
仕
事
に

（
47
）V
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不
向
き
に
す
る
も
の
も
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
張
り
合
っ
て
い
る
党
派
が
暴
れ
・
逆
上
し
て
い
る
た
だ
な
か
ほ
ど
、
実
在
の
畏
敬
さ
れ
る
公
平
な
観
察
者
が
遠
く
に
い
る
時
は
あ
り
ま
せ

ん
。
争
う
党
派
に
し
て
み
れ
ば
、
実
在
の
公
平
な
観
察
者
な
ど
宇
宙
の
ど
こ
に
も
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
宇
宙
を
つ
か

さ
ど
る
あ
の
偉
大
な
裁
判
官
さ
え
引
き
合
い
に
出
し
、
彼
ら
自
身
の
偏
見
は
す
べ
て
こ
の
裁
判
官
の
所
産
で
あ
る
と
決
め
込
み
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
胸
の

意
地
悪
く
執
念
深
い
情
念
は
す
べ
て
こ
の
神
々
し
い
存
在
を
鼓
舞
す
る
と
み
な
す
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
道
徳
感
情
を
破
壊
す
る
原
因
の

う
ち
、
党
争
と
狂
信
は
い
つ
で
も
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
最
大
の
も
の
で
し
た
。

44

克
己
自
制
と
い
う
主
題
に
か
か
わ
っ
て
、
わ
た
し
は
も
う
ひ
と
つ
次
の
事
実
だ
け
認
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
き
わ
め
て
深
刻
で

予
想
も
ま
っ
た
く
立
た
な
い
非
運
に
見
舞
わ
れ
る
人
が
、
片
時
も
休
ま
ず
勇
猛
か
つ
不
撓
不
屈
の
態
度
を
と
り
つ
づ
け
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
人

に
賞
賛
を
贈
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
つ
ね
に
わ
た
し
た
ち
は
「
こ
ん
な
非
運
を
感
じ
取
る
人
の
神
経
は
と
て
も
細
や
か
な
の
で
、
そ
れ
を
克
服
・
制
御
す

る
に
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
努
力
が
要
る
」
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
す
。

か
り
に
身
体
の
痛
み
を
全
然
感
じ
な
い
人
が
い
る
と
し
て
、
そ
の
人
が
、
ど
ん
な
に
見
事
に
が
ま
ん
強
く
平
然
と
拷
問
に
耐
え
る
と
し
て
も
、
喝
采
に

値
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
り
に
死
に
対
し
て
生
ま
れ
つ
き
恐
怖
心
が
な
い
被
造
者
が
い
る
と
し
て
、
そ
の
人
が
、
た
ま
ら
な
く
お
ぞ
ま
し
い
危

険
の
只
中
で
冷
静
さ
と
度
胸
を
保
つ
と
し
て
も
、
功
労
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

以
下
の
発
言
は
、
セ
ネ
カ
の
型
破
り
な
一
面
を
表
し
て
い
ま
す
（
49
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
﹇
克
己
自
制
﹈
で
は
ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
は
、
神
と
比
べ
て
さ

え
も
格
上
で
あ
る
。
神
の
安
心
は
、
ま
る
ご
と
自
然
の
恵
み
で
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
神
は
苦
境
を
ま
ぬ
か
れ
て
き
た
。
一
方
、
ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
の

安
心
は
、
自
分
で
勝
ち
得
た
恵
み
で
あ
り
、
ひ
と
え
に
自
分
自
身
と
手
ず
か
ら
の
尽
力
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
。

45

し
か
し
、
あ
る
種
の
人
た
ち
の
感
受
能
力
は
、
自
分
自
身
を
直
接
襲
う
対
象
の
あ
る
も
の
に
非
常
に
強
く
働
い
て
、
克
己
自
制
を
す
っ
か
り
無
力
に

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
危
険
が
近
づ
く
と
気
絶
し
た
り
痙
攣
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
ほ
ど
気
弱
な
人
の
場
合
、
そ
の
恐
怖
心
は
、
ど
ん
な
名
誉

の
感
覚
に
よ
っ
て
も
制
御
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
神
経
の
虚
弱
と
呼
ば
れ
て
き
た
症
状
が
、
少
し
ず
つ
練
習
を
積
み
・
適
切
な
訓
練
を
す
る
こ

六
八

香川法学33巻3・4号（2014）

129（233）



と
に
よ
っ
て
多
少
と
も
治
る
か
ど
う
か
、
お
そ
ら
く
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
確
か
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
ん
な
感
受
能
力
は
、
決

し
て
信
用
さ
れ
た
り
、
仕
事
を
任
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
四
章

自
己
欺
瞞
の
本
質
、
お
よ
び
、
一
般
的
準
則
の
起
源
と
利
用
に
つ
い
て

1

実
在
の
公
平
な
観
察
者
が
遠
く
に
い
る
と
い
う
条
件
は
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
に
つ
い
て
自
ら
判
断
す
る
と
き
、
そ
の
方
正

さ
を
ね
じ
曲
げ
る
の
に
必
ず
し
も
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
在
の
観
察
者
が
す
ぐ
そ
ば
に
、
眼
前
に
い
る
と
き
で
も
、
わ
が
胸
の
私
事
に
か
ま
け
る
情

念
の
横
暴
と
不
正
義
は
、
胸
中
の
あ
の
人
物
を
悠
々
と
言
い
く
る
め
、
事
件
に
ま
つ
わ
る
実
際
の
諸
事
情
に
裏
書
さ
れ
る
も
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
判
決

を
出
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

2

わ
た
し
た
ち
は
ふ
た
つ
の
異
な
る
場
面
に
お
い
て
、
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
吟
味
し
、
公
平
な
観
察
者
な
ら
ば
立
つ
と
思
わ
れ
る
視
点
か
ら
こ
れ
を
な

が
め
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
一
つ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
い
ざ
行
動
に
出
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
、
も
う
一
つ
は
、
行
動
に
出
た
あ
と
で
す
。
ど
ち
ら
の
時
点

に
お
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
の
見
解
は
、
や
や
も
す
れ
ば
と
て
も
身
び
い
き
の
き
ら
い
が
あ
り
、
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
が
と
て
も
肝
要
な
と
き
に
き
わ
め

て
身
び
い
き
で
あ
り
が
ち
で
す
。

3

わ
た
し
た
ち
は
、
い
ざ
行
動
に
出
よ
う
と
す
る
と
き
、
一
途
に
ひ
た
む
き
な
情
念
が
あ
る
と
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
な
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、
利
害
に

囚
わ
れ
な
い
人
物
の
率
直
さ
で
考
え
て
み
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
荒
々
し
い
情
動
は
わ
た
し
た
ち
の
心
に
不
安
を
あ
お

り
、
物
の
見
方
を
曇
ら
せ
ま
す
。
い
や
、
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
が
身
を
他
人
の
境
遇
に
置
き
、
自
分
の
関
心
の
的
が
他
人
の
目
に
自
然
に
映
し
だ
さ
れ
る

地
点
に
立
っ
て
そ
れ
を
な
が
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
さ
な
か
で
さ
え
、
荒
れ
狂
う
わ
が
胸
の
情
念
の
せ
い
で
絶
え
ず
自
分
自
身
の
立
場
に
呼
び
戻
さ
れ

（
49
）D

e
Providentia,

vi.6
.
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ま
す
が
、
も
と
よ
り
そ
こ
は
、
万
事
が
自
己
愛
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
、
誤
っ
て
描
写
さ
れ
る
地
点
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
関
心
の
的
が
他
人
の
目
に
映
る
と
き
の
様
相
、
つ
ま
り
、
そ
の
的
に
つ
い
て
他
人
が
い
だ
く
見
解
は
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
わ
た
し

た
ち
に
一
瞬
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、瞬
く
間
に
消
え
う
せ
、消
え
ず
に
続
く
間
で
す
ら
、ま
る
っ
き
り
正
し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
瞬
間
で
す
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
に
独
特
な
境
遇
の
せ
い
で
湧
き
立
つ
熱
気
・
熱
意
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
自
分
が
い

ざ
出
よ
う
と
す
る
行
動
に
つ
い
て
衡
平
を
慮
る
裁
判
官
の
万
全
な
公
平
さ
で
思
案
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

神
父
の
言
う
と
お
り
、
そ
ん
な
情
念
は
、
こ
と
ご
と
く
自
己
を
正
当
化
し
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
を
感
じ
続
け
て
い
る
か
ぎ
り
、
筋
が
通
っ
て
対
象
と
釣

り
合
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
（
50
）。

4

た
し
か
に
、
行
動
が
終
わ
り
、
そ
れ
を
後
押
し
し
た
情
念
が
沈
静
化
し
て
し
ま
う
と
、
わ
た
し
た
ち
は
前
よ
り
も
冷
静
に
、
利
害
に
囚
わ
れ
な
い
観

察
者
の
感
情
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
関
心
を
以
前
ひ
き
つ
け
た
事
柄
は
、
一
度
も
そ
の
観
察
者
の
関
心
に
ふ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
や
わ
た
し
た
ち
も
、
観
察
者
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
、
過
日
の
利
害
に
囚
わ
れ
な
く
な
り
、
よ
う
や
く
観
察
者
の
率
直

さ
と
公
平
さ
に
照
ら
し
て
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
吟
味
で
き
る
の
で
す
。

同
じ
人
物
で
も
朝
目
覚
め
れ
ば
、
も
は
や
昨
日
の
自
分
を
動
転
さ
せ
た
同
じ
情
念
に
不
安
を
あ
お
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
辛
酸
か
ら

起
こ
る
発
作
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
情
動
か
ら
起
こ
る
発
作
も
、
そ
れ
が
お
お
む
ね
治
ま
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
自
身
を
、
い
う
な
れ
ば
、
胸
中

に
い
る
理
念
上
の
人
物
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
の
役
柄
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
が
ら
、
公
平
き
わ
ま
り
な
い
観
察
者
の
厳

し
い
目
で
、
辛
酸
か
ら
起
こ
る
発
作
の
時
は
わ
が
身
の
境
遇
を
な
が
め
、
し
か
ら
ば
、
情
動
か
ら
起
こ
る
発
作
の
時
は
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
わ
た
し
た
ち
の
判
断
は
、
行
動
の
前
な
ら
ば
有
意
義
で
も
、
行
動
の
後
な
ら
ば
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と
い

う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
判
断
は
、
む
な
し
い
後
悔
と
無
用
な
悔
悟
し
か
生
ま
ず
、
将
来
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
過
ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
い
つ
も

わ
た
し
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
行
動
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
さ
え
、
わ
た
し
た
ち
の
判
断
は
な
か
な
か
率
直
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
自
分
自
身

の
人
柄
に
つ
い
て
い
だ
く
意
見
は
、
ひ
と
え
に
自
分
の
過
去
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
下
す
判
断
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
が
身
に
つ
い
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て
悪
く
思
う
こ
と
は
ま
こ
と
不
愉
快
で
す
か
ら
、
過
去
の
ふ
る
ま
い
に
下
す
判
断
を
好
ま
し
く
な
い
も
の
に
し
か
ね
な
い
事
情
か
ら
わ
ざ
と
目
を
そ
ら
し

て
見
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
世
人
が
言
う
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
身
体
に
手
術
を
施
す
と
き
手
が
震
え
な
い
医
者
は
大
胆
な
外
科
医
で
す
が
、
自

分
自
身
の
ふ
る
ま
い
の
醜
い
と
こ
ろ
を
覆
い
隠
す
自
己
欺
瞞
の
不
思
議
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
た
め
ら
わ
ず
引
き
剝
が
す
人
は
、
こ
の
外
科
医
と
同
様
な
大
胆
さ

を
し
ば
し
ば
持
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
ま
こ
と
不
愉
快
な
観
点
か
ら
自
分
の
態
度
を
見
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
愚
か
し
く
浅
は
か
な
こ
と
で
す
が
、
か
つ
て
自
分
を
惑
わ
し
誤

ら
せ
た
不
正
な
情
念
を
新
た
に
沸
き
立
た
せ
よ
う
と
懲
り
も
せ
ず
し
き
り
に
励
み
、
あ
の
手
こ
の
手
で
昔
の
憎
し
み
を
呼
び
覚
ま
し
て
ほ
と
ん
ど
忘
れ
か

け
た
憤
り
を
改
め
て
焚
き
付
け
る
努
力
を
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
惨
め
な
目
的
の
た
め
に
骨
身
を
削
り
さ
え
し
、
こ
ん
な
ふ
う
に
頑
と
し
て
不

正
義
の
態
度
を
と
り
続
け
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
、
か
つ
て
自
分
が
不
正
義
を
犯
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
恥
ず
か
し
く
・
気
後
れ
し
て
そ
の
事
実
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

5

世
人
が
自
ら
の
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
に
つ
い
て
い
だ
く
見
解
は
、
行
動
に
出
よ
う
と
す
る
と
き
も
行
動
が
終
わ
っ
た
後
も
、
ま
こ
と
に
身
び
い
き
で

あ
り
、
ま
た
、
世
人
が
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
な
が
め
る
と
き
に
、
お
よ
そ
利
害
に
囚
わ
れ
な
い
観
察
者
な
ら
立
つ
と
思
わ
れ
る
視
点
か
ら
そ
れ
を
考
え
る

こ
と
は
ま
こ
と
に
困
難
で
す
。

し
か
し
、
世
人
は
、
自
ら
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
と
き
、
も
し
特
殊
な
能
力
―
―
あ
の
道
徳
感
覚
は
そ
の
一
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま

す
―
―
を
用
い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
も
し
も
世
人
が
情
念
・
心
の
動
き
の
美
醜
を
識
別
す
る
特
定
の
認
識
能
力
を
授
か
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
ど
う
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
自
分
自
身
の
情
念
は
、
他
人
の
情
念
よ
り
も
即
座
に
こ
の
能
力
の
視
野
に
さ
ら
け
出
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
能
力
は
、
わ
が

胸
の
情
念
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
き
の
ほ
う
が
、
ず
っ
と
正
確
に
は
た
ら
き
、
一
方
、
他
人
の
情
念
は
遠
望
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
能

力
が
そ
れ
に
つ
い
て
下
す
判
断
の
正
確
さ
は
劣
る
で
し
ょ
う
（
51
）。

（
50
）N

icolas
M
alebranche

（1638
－1715

）,D
e
la
recherche

de
la
vérité

（1674
－5

）V
.xi.

ス
ミ
ス
は‘The

H
istory

of
A
stronom

y’,
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（in
EPS

）
で
同
じ
文
節
に
言
及
し
て

い
る
。

（
51
）
も
っ
と
立
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入
っ
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H
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へ
の
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判
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6

世
人
の
こ
の
自
己
欺
瞞
、
こ
の
致
命
的
な
弱
点
は
、
人
生
に
起
こ
る
波
乱
の
半
分
を
生
ず
る
元
凶
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
わ
が
身
を
見
る
と
き
、
他

人
の
視
点
、
あ
る
い
は
、
万
事
を
知
る
と
仮
定
さ
れ
た
他
人
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
一
般
的
に
は
、
態
度
を
改
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
わ
た
し
た
ち
の
無
様
は
見
る
に
耐
え
ま
せ
ん
。

7

し
か
し
、
自
然
は
、
ま
こ
と
重
大
な
こ
の
弱
点
を
ま
っ
た
く
何
の
手
当
て
も
講
じ
な
い
ま
ま
放
置
し
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
ま
た
、
自
然
は
、
自
己
愛

か
ら
生
じ
る
誤
っ
た
思
い
込
み
に
わ
た
し
た
ち
を
す
っ
か
り
溺
れ
さ
せ
て
は
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

わ
た
し
た
ち
は
、
他
人
の
ふ
る
ま
い
を
ず
っ
と
観
察
し
て
い
る
と
、
ど
ん
な
行
動
を
し
た
り
・
避
け
た
り
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
適
切
な
の
か
に
つ
い

て
、
い
つ
の
ま
に
か
し
か
る
べ
き
一
般
的
準
則
を
形
成
し
て
肝
に
銘
ず
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
他
人
の
あ
る
種
の
行
動
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感
情

を
こ
と
ご
と
く
傷
つ
け
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
周
囲
の
だ
れ
も
が
そ
の
行
動
に
対
し
て
似
か
よ
っ
た
嫌
悪
の
情
を
表
明
す
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
こ
の

事
実
は
、
そ
の
行
動
を
醜
く
感
ず
る
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感
覚
を
一
段
と
強
く
確
証
し
、
沸
き
立
た
せ
さ
え
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
他
人
が
そ
ん

な
行
動
を
同
じ
視
点
か
ら
眺
め
て
い
る
の
を
見
る
と
、
自
分
が
適
切
な
視
点
か
ら
眺
め
て
い
る
こ
と
に
納
得
が
い
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
同
様
な
行
動

に
よ
っ
て
け
っ
し
て
罪
を
犯
す
ま
い
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
万
人
か
ら
否
認
さ
れ
る
対
象
に
絶
対
な
る
ま
い
と
決
心
し
ま
す
。

こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
自
然
に
つ
ぎ
の
一
般
的
準
則
を
心
に
銘
記
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
毛
嫌
い
さ
れ
た
り
・
軽
蔑
さ
れ
た
り
・
処
罰
さ
れ
た
り

す
る
身
に
自
分
を
変
え
る
傾
向
の
行
動
、
つ
ま
り
、
た
ま
ら
な
く
お
ぞ
ま
し
い
嫌
悪
さ
れ
る
感
情
を
こ
と
ご
と
く
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
に
自
分
を
変
え
る

傾
向
の
行
動
は
、
一
切
避
け
る
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
他
人
が
す
る
別
の
種
類
の
行
動
は
、
わ
た
し
た
ち
の
是
認
感
情
を
奮
い
立
た
せ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
周
囲
の
だ
れ
も
が
そ
の
種

の
行
動
に
つ
い
て
同
一
の
好
ま
し
い
意
見
を
表
明
す
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。だ
れ
も
が
、そ
ん
な
行
動
を
し
き
り
に
誉
め
て
ね
ぎ
ら
い
た
い
と
望
み
ま
す
。

そ
ん
な
行
動
は
、
生
来
わ
た
し
た
ち
が
こ
よ
な
く
得
た
い
と
思
う
感
情
―
―
世
人
の
愛
・
感
謝
・
賞
賛
―
―
を
こ
と
ご
と
く
搔
き
立
て
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
同
様
な
行
動
を
敢
行
し
よ
う
と
い
う
野
心
を
も
ち
、
つ
づ
い
て
自
然
に
別
種
の
一
般
的
準
則
を
心
に
銘
記
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
こ
ん

な
ふ
う
に
行
動
す
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
注
意
深
く
探
し
求
め
る
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
す
。
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8

以
上
が
、
道
徳
学
の
一
般
的
準
則
が
形
成
さ
れ
る
道
筋
で
す
。
そ
の
準
則
の
も
っ
と
も
根
底
に
あ
る
基
礎
は
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
諸
能
力
、
功

労
と
適
切
さ
に
つ
い
て
の
自
然
な
感
覚
能
力
が
、
個
別
事
件
の
審
理
に
お
い
て
何
を
是
認
し
何
を
否
認
す
る
か
を
経
験
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た

し
た
ち
が
個
々
の
行
動
に
つ
い
て
そ
の
発
生
当
初
に
是
認
し
た
り
有
罪
を
宣
告
す
る
理
由
は
、
行
動
を
検
討
し
て
そ
れ
が
し
か
る
べ
き
一
般
的
準
則
と
合

致
し
た
り
対
立
す
る
と
映
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
反
対
に
、
一
般
的
準
則
は
、
し
か
る
べ
き
種
類
の
行
動
、
し
か
る
べ
き
条
件
の
も
と
で
な

さ
れ
る
行
動
が
す
べ
て
是
認
さ
れ
た
り
否
認
さ
れ
た
り
す
る
事
実
を
、
経
験
に
基
づ
い
て
認
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
ま
す
。

あ
る
人
が
、
生
ま
れ
て
初
め
て
非
情
な
殺
人
事
件
を
目
撃
す
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
犯
行
の
原
因
は
、
が
め
つ
さ
、
ね
た
み
、
あ
る
い
は
不
正
な
憤

り
で
あ
り
、
し
か
も
、
被
害
者
は
、
そ
の
殺
人
犯
を
愛
し
信
頼
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
事
件
の
目
撃
者
は
、
息
を
引
き
取
る
被
害
者
の
断
末
魔
を
間
近
に

見
、加
え
ら
れ
た
暴
力
よ
り
も
、む
し
ろ
偽
り
の
友
の
裏
切
り
と
恩
知
ら
ず
に
対
し
て
被
害
者
が
息
も
絶
え
絶
え
に
訴
え
る
苦
情
を
聞
く
と
し
ま
し
ょ
う
。

そ
ん
な
目
撃
者
に
と
っ
て
、
上
の
よ
う
な
行
動
が
ど
れ
ほ
ど
身
の
毛
の
よ
だ
つ
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
た
め
に
、「
神
聖
き
わ
ま
り
な
い
行
動
準
則

の
ひ
と
つ
に
、
無
辜
の
人
の
命
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
上
の
事
件
で
は
こ
の
準
則
が
明
ら
か
に
破
ら
れ
て
お
り
、
し
か
る
が
ゆ
え

に
、
当
該
行
動
は
相
当
な
非
難
に
値
す
る
」
と
い
ち
い
ち
頭
で
考
え
る
ひ
ま
は
一
刻
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
犯
罪
か
ら
受
け
る
目
撃

者
の
嫌
悪
感
が
湧
き
上
が
る
の
は
瞬
時
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
ん
な
一
般
的
準
則
を
な
に
が
し
か
形
成
し
て
肝
に
銘
じ
た
時
点
よ
り
も
前
な
の
で
す
。
こ
れ

に
対
し
、
一
般
的
準
則
は
、
目
撃
者
が
こ
れ
を
形
成
す
る
に
し
て
も
事
件
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
準
則
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
こ
の
犯
行
お
よ
び
同

種
の
個
々
の
行
動
を
念
頭
に
置
く
と
き
胸
の
奥
に
湧
き
あ
が
る
の
を
禁
じ
え
な
い
嫌
悪
感
で
す
。

9

歴
史
書
や
物
語
を
読
む
と
、
高
潔
無
私
の
行
動
の
記
述
も
あ
れ
ば
、
卑
劣
な
行
動
の
記
述
も
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
前
者
の
行
動
を
前
に
し
て
賞
賛

の
念
を
、
後
者
の
行
動
を
前
に
し
て
軽
蔑
の
念
を
い
だ
き
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
感
情
に
し
て
も
、「
し
か
る
べ
き
一
般
的
準
則
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

前
者
の
行
動
は
す
べ
て
賞
賛
に
値
し
、
後
者
の
行
動
は
す
べ
て
軽
蔑
に
値
す
る
と
宣
告
さ
れ
る
」
と
い
う
省
察
か
ら
湧
き
あ
が
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
は
逆
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
一
般
的
準
則
は
す
べ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
行
動
が
自
然
に
わ
た
し
た
ち
に
生
み
出
す
種
々
の
結
果
に
つ
い

て
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
と
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
ま
す
。
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10

い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
行
動
・
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
行
動
・
身
の
毛
の
よ
だ
つ
行
動
は
い
ず
れ
も
、
そ
ん
な
行
動
を
遂
行
す
る
具
体
的
人
物
を
前
に

し
た
観
察
者
の
具
体
的
な
愛
情
・
尊
敬
・
戦
慄
を
、
自
然
に
搔
き
立
て
る
行
動
で
す
。
ど
ん
な
行
動
が
こ
う
し
た
各
種
感
情
を
注
が
れ
る
対
象
か
否
か
を

決
定
す
る
一
般
的
準
則
は
、
ど
ん
な
行
動
が
現
実
に
・
事
実
と
し
て
そ
ん
な
感
情
を
搔
き
立
て
る
の
か
を
観
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
形
成
さ
れ
ま
せ
ん
。

11

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
準
則
が
形
成
さ
れ
て
、
そ
れ
が
賛
同
す
る
世
人
の
感
情
に
よ
り
あ
ま
ね
く
承
認
さ
れ
・
ゆ
る
ぎ
な
く
打
ち
立
て
ら

れ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
判
決
の
基
準
に
訴
え
る
の
と
同
じ
調
子
で
そ
の
一
般
的
準
則
に
訴
え
、
込
み
入
っ
て
判
然
と
し
な
い
性
質
の
し
か
る
べ
き

行
動
に
ど
の
程
度
の
賞
賛
ま
た
は
非
難
を
与
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
討
議
し
ま
す
。
こ
ん
な
場
面
で
一
般
的
準
則
は
、
人
間
の
ふ
る
ま
い
の
正
邪
を

判
定
す
る
究
極
の
基
礎
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
こ
の
事
情
の
せ
い
で
、
幾
人
か
の
と
て
も
優
れ
た
著
述
者
は
惑
わ
さ
れ
て
そ
の
理
論

体
系
を
書
き
上
げ
る
方
法
を
誤
り
、「
世
人
が
正
邪
に
つ
い
て
当
初
に
下
す
判
断
は
、
司
法
裁
判
所
が
下
す
判
決
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
ず
一
般
的
準
則
を
考
慮
し
、
つ
ぎ
に
審
理
に
付
さ
れ
て
い
る
特
定
の
行
動
が
そ
の
準
則
の
適
用
範
囲
内
に
う
ま
く
収
ま
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
」
と

思
い
定
め
て
い
た
よ
う
な
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。

12

ふ
る
ま
い
に
か
か
わ
る
上
の
一
般
的
準
則
は
、
習
慣
的
な
内
省
に
よ
っ
て
心
の
中
に
定
着
し
た
ら
、
個
々
の
境
遇
で
な
す
べ
き
的
確
・
適
切
な
行
動

に
つ
い
て
自
己
愛
が
示
す
誤
っ
た
描
写
を
、
修
正
す
る
の
に
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。

激
し
く
怒
り
狂
う
人
が
、
自
己
愛
の
そ
ん
な
指
令
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
敵
方
の
死
を
見
て
も
、
自
分
が
受
け
た
と
想
像
す
る
被

害
へ
の
わ
ず
か
な
償
い
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
被
害
は
、
ほ
ん
の
少
し
腹
立
た
し
い
扱
い
を
受
け
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
彼
は
他
人
の
ふ
る
ま
い
を
観
察
し
て
お
り
、
お
よ
そ
そ
ん
な
血
な
ま
ぐ
さ
い
仕
返
し
が
ど
れ
ほ
ど
身
の
毛
の
よ
だ
つ
行
動
に
映
る
か
を
心
得

て
い
ま
す
。
彼
の
受
け
た
教
育
が
あ
ま
り
偏
向
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
ど
ん
な
と
き
で
も
そ
ん
な
仕
返
し
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ

と
を
不
可
侵
の
準
則
と
し
て
心
に
銘
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
準
則
は
、
彼
に
対
し
て
そ
の
威
厳
を
も
ち
続
け
、
そ
ん
な
暴
力
の
罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
な

い
身
に
し
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
彼
は
ず
い
ぶ
ん
狂
暴
な
気
性
で
、
た
と
え
初
め
て
そ
ん
な
行
動
に
つ
い
て
考
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
か
な
か
正
し
く
適
切
な
行
動
で
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あ
っ
て
公
平
な
観
察
者
な
ら
だ
れ
し
も
是
認
す
る
こ
と
だ
、
と
決
め
込
ん
で
ま
っ
た
く
疑
わ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
過
去
の
経

験
に
よ
っ
て
そ
の
準
則
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
彼
の
心
に
は
刻
印
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
血
気
に
は
や
る
彼
の
情
念
を
制
止
し
、
そ
の
境
遇
で
な
す
べ
き

適
切
な
行
動
に
つ
い
て
自
己
愛
が
放
任
さ
れ
る
と
教
唆
し
か
ね
な
い
・
あ
ま
り
に
も
身
び
い
き
な
見
解
を
、
矯
正
す
る
手
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す
。

も
し
も
彼
が
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
情
念
に
流
さ
れ
て
我
を
忘
れ
、
こ
の
準
則
を
踏
み
に
じ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
さ
え
、
彼
は
自
分
が
習
慣
と
し

て
そ
れ
ま
で
こ
の
準
則
に
注
い
で
き
た
畏
怖
と
尊
敬
の
念
を
す
っ
か
り
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
行
動
に
出
よ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
情

念
が
最
高
潮
に
達
す
る
そ
の
瞬
間
、
彼
は
自
分
が
い
ざ
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
た
め
ら
い
、
わ
な
な
き
ま
す
。
人
は
知
ら
ず
と
も
彼
自
身

に
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
―
―
「
自
分
が
い
ま
踏
み
に
じ
ろ
う
と
し
て
い
る
行
動
基
準
は
、
冷
静
な
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
け
っ
し
て
違
反
す
る
ま
い
と
心

に
決
め
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
他
人
が
違
反
す
れ
ば
必
ず
こ
の
上
な
い
否
認
感
情
が
注
が
れ
る
の
を
目
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
違
反
す
る
な

ら
た
ち
ま
ち
同
じ
不
快
な
感
情
を
注
が
れ
る
対
象
に
自
分
を
変
え
る
に
ち
が
い
な
い
と
予
感
さ
れ
る
」。

彼
は
、
命
運
尽
き
る
最
期
の
決
断
に
至
る
前
、
疑
い
と
不
安
に
あ
え
ぎ
苦
し
み
ぬ
き
、
責
め
さ
い
な
ま
れ
ま
す
。
彼
は
ま
こ
と
神
聖
な
準
則
を
踏
み
に

じ
る
の
だ
と
考
え
て
ぞ
っ
と
し
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
を
踏
み
に
じ
り
た
い
と
い
う
狂
お
し
い
欲
望
に
せ
か
さ
れ
・
は
や
し
立
て
ら
れ
ま
す
。
彼
は
め
ま

ぐ
る
し
く
自
分
の
目
標
を
変
更
し
ま
す
。
自
分
の
原
理
を
守
り
通
そ
う
、
残
り
の
人
生
を
お
ぞ
ま
し
い
恥
辱
と
懺
悔
で
破
壊
す
る
情
念
の
言
い
な
り
に
は

な
る
ま
い
、
と
決
意
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
違
法
行
為
か
ら
生
じ
る
危
険
に
わ
が
身
を
さ
ら
す
ま
い
と
決
意
す
る
と
き
、
彼
は
将
来
味
わ
う

安
心
と
心
穏
や
か
さ
を
遠
望
す
る
の
で
、
つ
か
の
間
の
静
け
さ
が
彼
の
胸
を
支
配
し
ま
す
。
し
か
し
、
即
座
に
そ
の
情
念
は
再
び
目
覚
め
、
激
し
さ
も
新

た
に
彼
を
一
念
発
起
さ
せ
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
差
し
控
え
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
犯
罪
に
踏
み
切
ら
せ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
揺
ら
ぎ
続
け
て
決
心
が
つ
か
な
い
た
め
憔
悴
し
て
気
も
動
転
し
、
つ
い
に
彼
は
、
一
種
の
絶
望
か
ら
、
命
運
尽
き
る
最
期
の
取
り
返
し
が

つ
か
な
い
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
彼
は
、
敵
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
断
崖
絶
壁
か
ら
身
を
乗
り
出
し
、
怖
気
づ
い
て
腰
を
抜
か
す
者
の
よ
う
に
、

背
後
か
ら
迫
る
ど
ん
な
追
っ
手
が
も
た
ら
す
破
滅
も
、
眼
下
の
破
滅
ほ
ど
確
実
で
は
あ
る
ま
い
と
固
く
信
じ
て
い
ま
す
。
彼
の
感
情
は
、
行
動
し
て
い
る

さ
な
か
で
も
あ
の
と
お
り
、
行
動
し
た
後
ほ
ど
は
っ
き
り
で
は
な
く
て
も
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
の
不
適
切
さ
に
気
づ
い
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
情
念

が
そ
の
思
い
を
成
就
し
て
し
ぼ
み
、
彼
が
自
分
の
し
た
こ
と
を
い
か
に
も
他
人
が
な
が
め
そ
う
な
視
点
に
立
っ
て
見
始
め
、
行
動
の
前
に
は
ず
い
ぶ
ん
不

完
全
に
し
か
予
見
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
現
実
に
感
じ
る
時
、
自
責
の
念
と
悔
悟
の
情
は
疼
き
、
彼
の
不
安
を
あ
お
り
・
責
め
さ
い
な
み
始
め
ま
す
。
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第
五
章

道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
に
そ
な
わ
る
支
配
力
と
威
厳
に
つ
い
て
。
ま
た
、
そ
の
一
般
的
準
則
は
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
が
制
定
し
た
法

で
あ
る
と
い
み
じ
く
も
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

1

ふ
る
ま
い
に
か
か
わ
る
上
の
一
般
的
準
則
に
払
う
配
慮
こ
そ
、
義
務
の
感
覚
と
適
切
に
呼
ば
れ
、
人
間
の
生
活
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を

も
つ
原
理
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
行
動
を
指
揮
す
る
力
を
大
勢
の
世
人
に
授
け
る
唯
一
の
原
理
で
す
。
多
く
の
人
間
は
、
ず
い
ぶ
ん
節
度
を
保
っ
て
行
動

し
、
そ
の
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
お
よ
そ
胸
に
こ
た
え
る
非
難
を
避
け
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
な
の
に
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
す
る

根
拠
、
つ
ま
り
、
感
情
の
適
切
さ
を
お
そ
ら
く
一
度
も
感
じ
ず
、
む
し
ろ
、
確
立
し
た
行
動
準
則
と
彼
ら
が
認
め
る
も
の
に
注
ぐ
配
慮
だ
け
を
動
機
に
し

て
行
動
し
ま
し
た
。

他
人
か
ら
大
き
な
恵
み
を
受
け
取
っ
た
人
が
、
生
来
冷
淡
な
気
性
で
あ
れ
ば
、
と
て
も
わ
ず
か
な
感
謝
の
念
し
か
も
た
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
彼
が
美
徳
に
囲
ま
れ
て
教
育
さ
れ
た
人
な
ら
、
こ
の
感
情
の
欠
落
を
示
す
行
動
が
ど
ん
な
に
毛
嫌
い
さ
れ
る
か
、
そ
の
反
対
の
行
動
が
ど
ん
な
に
い

つ
く
し
ま
れ
る
か
を
察
知
す
る
よ
う
に
な
っ
た
例
が
多
い
で
し
ょ
う
。で
す
か
ら
、彼
の
胸
は
お
よ
そ
感
謝
の
気
持
ち
で
温
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

あ
た
か
も
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
懸
命
に
行
動
し
、
こ
の
上
な
く
生
き
生
き
し
た
感
謝
の
念
が
示
唆
す
る
・
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
配
慮
と
気
遣
い
を
、
そ

の
恩
人
に
注
ご
う
と
努
力
す
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
恩
人
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
尊
敬
に
満
ち
た
態
度
で
接
し
、
彼
が
恩
人
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
、
い
つ

だ
っ
て
そ
の
言
葉
に
最
高
の
敬
意
が
こ
も
り
、
ま
た
、
恩
人
に
対
し
て
果
た
し
て
い
な
い
恩
義
が
山
ほ
ど
あ
る
と
口
に
す
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
彼
は

注
意
深
く
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
、
過
去
に
受
け
た
献
身
裨
益
に
見
合
う
適
切
な
お
返
し
を
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
彼
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と

に
あ
た
る
と
き
、
偽
善
も
、
非
難
に
値
す
る
本
心
の
偽
装
も
、
ま
た
、
新
た
な
恩
顧
を
受
け
よ
う
と
す
る
利
己
心
も
、
恩
人
や
公
衆
に
つ
け
い
ろ
う
と
す

る
も
く
ろ
み
も
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
行
動
の
動
機
と
し
て
は
、
確
立
し
た
義
務
の
準
則
へ
の
畏
敬
の
念
だ
け
で
よ
く
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
感
謝
の
法

に
従
っ
て
行
動
し
た
い
と
い
う
真
剣
・
一
途
な
欲
求
が
あ
れ
ば
、
ほ
か
に
何
も
い
り
ま
せ
ん
。

同
様
に
、
妻
が
夫
に
対
し
て
、
夫
婦
の
間
に
育
ま
れ
る
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
心
優
し
い
配
慮
を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、も
し
彼
女
が
美
徳
に
囲
ま
れ
て
教
育
さ
れ
た
人
な
ら
、そ
ん
な
配
慮
を
感
ず
る
か
の
よ
う
に
行
動
し
よ
う
、注
意
深
く
・
ま
め
や
か
に
・
誠
実
で
・

裏
表
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
そ
し
て
、
夫
婦
間
の
親
愛
の
感
情
が
あ
れ
ば
彼
女
を
衝
き
動
か
し
て
実
行
さ
せ
た
は
ず
の
気
遣
い
を
ひ
と
つ
も
怠
る
ま
い
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と
努
め
る
で
し
ょ
う
（
52
）。

こ
ん
な
友
人
は
、
ま
さ
し
く
最
良
の
友
人
だ
と
か
、
こ
ん
な
妻
は
ま
さ
し
く
最
良
の
妻
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
両
者
は
、
そ
の
義
務
を

ひ
と
つ
の
遺
漏
も
な
く
果
た
し
た
い
と
、
き
わ
め
て
真
剣
・
一
途
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
か
も
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
の
に
、
彼
ら
は
、
自
分
の
境
遇
に

ふ
さ
わ
し
い
感
情
が
胸
に
あ
れ
ば
決
し
て
見
過
ご
す
は
ず
の
な
か
っ
た
多
く
の
微
妙
で
繊
細
な
配
慮
を
し
そ
こ
な
い
、
ま
た
、
恩
義
を
果
た
す
多
く
の
機

会
を
逸
す
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
で
す
。
彼
ら
は
れ
っ
き
と
し
た
最
上
の
友
人
で
も
最
上
の
妻
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
二
番
手
で
は
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ふ
る
ま

い
に
か
か
わ
る
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
が
心
の
奥
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
両
者
い
ず
れ
も
、
そ
の
義
務
の
ま
さ
し
く
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
つ
い

て
は
決
し
て
し
く
じ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
き
わ
め
て
巧
妙
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
人
材
で
な
け
れ
ば
、
境
遇
の
ど
ん
な
わ
ず
か
な
違
い
に
も
応
じ
て
、
寸
分

の
狂
い
も
な
く
自
分
の
感
情
と
態
度
を
そ
れ
に
合
わ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ど
ん
な
場
面
で
も
細
大
漏
ら
さ
ず
繊
細
で
き
め
こ
ま
や
か
な

適
切
さ
で
ふ
る
ま
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
人
の
大
多
数
は
、
き
め
の
粗
い
粘
土
で
造
型
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
の
完
全
な
域
に
と
て

も
仕
上
が
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
い
て
い
の
人
な
ら
ば
、
訓
練
・
教
育
・
垂
範
に
よ
っ
て
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
を
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
、
ほ
と
ん

ど
ど
ん
な
場
面
で
も
そ
れ
な
り
に
節
度
を
保
っ
て
行
動
し
、
お
よ
そ
胸
に
こ
た
え
る
非
難
を
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2

こ
の
よ
う
に
一
般
的
準
則
を
神
聖
視
す
る
態
度
が
な
け
れ
ば
、
人
の
ふ
る
ま
い
は
大
し
て
信
頼
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
態
度
こ
そ
、
理
非
を
わ
き
ま
え

名
誉
を
重
ん
ず
る
人
と
、
と
り
え
の
な
い
者
と
の
あ
い
だ
に
も
っ
と
も
本
質
的
な
違
い
を
生
ず
る
原
因
で
す
。
前
者
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
、
自
分
の
格

率
を
身
じ
ろ
ぎ
せ
ず
決
然
と
守
り
通
し
、
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
む
ら
の
な
い
均
一
な
基
調
の
ふ
る
ま
い
を
保
ち
ま
す
。
後
者
は
、
気
分
・
欲
求
・
利
害

関
心
が
た
ま
た
ま
一
番
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
様
々
に
脈
絡
な
く
行
動
し
ま
す
。
い
や
、
そ
れ
こ
そ
、
す
べ
て
の
人
間
が
影
響
さ
れ
る
気
分
の
む
ら

で
あ
っ
て
、冷
静
な
と
き
に
は
い
つ
も
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
を
き
わ
め
て
鋭
敏
に
感
じ
取
る
人
で
さ
え
、一
般
的
準
則
を
神
聖
視
す
る
態
度
が
な
け
れ
ば
、

ご
く
些
細
な
場
面
で
も
し
ば
し
ば
理
不
尽
な
行
動
に
出
か
ね
ず
、
そ
ん
な
と
き
、
お
よ
そ
真
面
目
な
動
機
を
挙
げ
て
彼
の
ふ
る
ま
い
を
説
明
す
る
こ
と
は

（
52
）W
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V
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ま
ず
無
理
で
し
ょ
う
。

友
人
が
あ
な
た
を
訪
問
す
る
と
き
、あ
な
た
は
た
ま
た
ま
彼
を
迎
え
る
気
分
で
な
く
、不
快
に
思
う
と
し
ま
し
ょ
う
。あ
な
た
の
今
の
心
理
状
態
で
は
、

相
手
の
丁
寧
な
態
度
は
や
や
も
す
る
と
不
謹
慎
な
で
し
ゃ
ば
り
と
映
る
き
ら
い
が
強
く
、
あ
な
た
の
心
に
今
浮
か
ぶ
物
の
見
方
に
屈
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
彼
に
対
す
る
あ
な
た
の
態
度
は
、
あ
な
た
の
気
分
か
ら
す
れ
ば
丁
寧
な
の
だ
と
し
て
も
、
冷
淡
さ
と
軽
蔑
が
こ
も
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
非
礼
を
あ
な
た
に
で
き
な
く
さ
せ
る
の
は
、
非
礼
を
禁
じ
る
あ
の
準
則
、
礼
節
と
も
て
な
し
に
つ
い
て
の
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
そ
の
一
般
的
準
則
を
い
つ
も
忘
れ
ず
畏
敬
し
な
さ
い
と
教
わ
っ
て
き
た
の
で
、
そ
ん
な
場
面
で
は
必
ず
ほ

と
ん
ど
む
ら
の
な
い
適
切
さ
で
行
動
で
き
、
人
間
だ
れ
し
も
こ
う
む
る
気
分
の
む
ら
は
封
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
ふ
る
ま
い
に
与
え
る
影
響
は
、
傍

目
に
は
あ
ま
り
わ
か
ら
な
い
程
度
で
す
。

し
か
し
、
礼
節
を
尽
く
す
義
務
は
、
い
と
も
簡
単
に
守
ら
れ
、
人
は
そ
れ
に
違
反
す
る
重
大
な
動
機
を
な
ん
ら
持
ち
得
な
い
の
に
、
も
し
こ
う
し
た
一

般
的
準
則
へ
の
配
慮
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
義
務
で
さ
え
も
、
ま
こ
と
頻
々
と
踏
み
に
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
い
わ
ん
や
、
正
義
を
行
い
、
噓
を
つ
か

ず
、
貞
節
を
守
り
、
裏
切
ら
な
い
と
い
う
義
務
に
い
た
っ
て
は
、
ど
う
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
義
務
を
守
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
ま
こ
と
難
し

く
、
そ
れ
に
背
か
せ
る
強
力
な
動
機
は
ま
こ
と
数
多
い
の
で
す
か
ら
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
義
務
が
そ
れ
な
り
に
守
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、

人
間
社
会
の
存
在
そ
の
も
の
は
か
か
っ
て
お
り
、
も
し
も
ふ
る
ま
い
に
か
か
わ
る
上
の
重
要
な
準
則
に
注
が
れ
る
畏
敬
の
念
が
世
人
の
心
に
広
く
刻
み
つ

け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
社
会
は
粉
々
に
な
っ
て
無
く
な
る
で
し
ょ
う
。

3

こ
の
畏
敬
の
念
を
ひ
と
き
わ
高
め
る
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
ず
自
然
に
よ
っ
て
心
に
刻
ま
れ
、
そ
の
後
に
、
推
論
と
学
問
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ

ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
道
徳
学
の
上
の
重
要
な
準
則
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
が
発
す
る
命
令
・
法
で
あ
り
、
終
局
に
お
い
て
そ
の
存
在
は
、
こ
の

法
が
課
す
義
務
を
守
る
人
を
ね
ぎ
ら
い
、
破
る
人
を
処
罰
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
見
で
す
。

4
「
こ
の
意
見
・
想
念
は
、
最
初
は
自
然
に
よ
っ
て
心
に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
わ
た
し
の
命
題
に
つ
い
て
。
ど
ん
な
国
に
で
も
さ
し

た
る
理
由
は
な
い
け
れ
ど
も
宗
教
的
な
怖
れ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
不
思
議
な
存
在
が
あ
り
ま
す
が
、
人
間
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
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分
の
胸
の
す
べ
て
の
感
情
・
情
念
を
そ
ん
な
不
思
議
な
存
在
に
事
寄
せ
て
説
明
す
る
よ
う
自
然
に
促
さ
れ
ま
す
。
人
間
は
、
そ
ん
な
存
在
に
事
寄
せ
て
説

明
す
る
も
の
と
し
て
胸
の
感
情
・
情
念
以
外
に
何
も
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
外
に
何
も
心
に
い
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

人
間
に
は
想
像
す
る
ば
か
り
で
目
に
見
え
な
い
未
知
の
・
知
情
意
の
も
ち
ぬ
し
は
、
人
間
が
経
験
で
知
っ
て
い
る
知
情
意
の
も
ち
ぬ
し
に
き
っ
と
ど
こ

か
似
せ
て
形
成
さ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
は
、
異
教
の
民
間
信
仰
の
無
知
と
無
明
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
、
神
々
と
あ
が
め
る
存
在
の

観
念
を
形
成
す
る
と
き
、
ま
こ
と
乏
し
い
繊
細
さ
し
か
持
た
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
手
当
た
り
し
だ
い
に
人
間
の
自
然
本
性
の
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
そ

ん
な
存
在
に
事
寄
せ
て
説
明
し
ま
し
た
が
、
色
欲
・
空
腹
感
・
が
め
つ
さ
・
ね
た
み
・
復
讐
心
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
人
類
に
ほ
と
ん
ど
名
誉
を
与
え
な

い
情
念
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
優
れ
た
本
性
を
そ
な
え
る
存
在
者
に
対
し
て
こ
の
上
な
い
賞
賛
の
念
を
い
だ
い
た

の
は
な
お
さ
ら
で
す
か
ら
、
人
間
の
身
の
上
を
麗
し
く
飾
り
、
神
々
し
い
完
成
に
い
さ
さ
か
近
づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
感
情
と
資
質
、
つ
ま
り
、
有
徳

で
恵
み
深
く
あ
り
た
い
、
邪
悪
で
不
正
義
を
は
た
ら
く
の
は
嫌
だ
と
い
う
心
を
、
そ
ん
な
優
れ
た
存
在
者
に
事
寄
せ
て
説
明
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

権
利
を
侵
害
さ
れ
た
人
は
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
に
懇
願
し
て
自
分
が
受
け
た
被
害
の
証
人
に
な
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
そ
の
人
は
、「
こ
の
神
々
し
い
存

在
者
が
そ
れ
を
目
撃
し
て
い
だ
く
怒
り
は
、
不
正
義
の
犯
行
を
目
撃
す
る
ど
ん
な
卑
し
い
世
人
を
も
い
き
り
立
た
せ
る
怒
り
と
同
じ
で
あ
る
」
と
信
じ
て

疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
加
害
者
は
、
自
分
が
世
人
か
ら
嫌
悪
と
憤
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
の
胸
に
自
然
に
湧

く
恐
怖
の
せ
い
で
、「
そ
ん
な
嫌
悪
や
憤
り
は
、
い
や
お
う
な
し
に
威
容
を
現
す
・
抵
抗
で
き
な
い
強
力
な
畏
怖
す
べ
き
存
在
者
の
仕
業
で
あ
る
」
と
決

め
て
か
か
り
ま
し
た
。

自
然
に
湧
く
こ
う
し
た
希
望
と
恐
怖
、
怪
し
む
心
は
、
共
感
に
よ
っ
て
伝
播
し
、
教
育
に
よ
っ
て
確
信
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
神
々
は
、
情
け
深

さ
と
慈
悲
を
ね
ぎ
ら
う
者
、
あ
る
い
は
、
裏
切
り
と
不
正
義
を
仕
置
き
す
る
者
と
し
て
、
あ
ま
ね
く
万
人
の
心
に
説
示
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
ん

な
ふ
う
に
し
て
、
宗
教
は
、
ど
ん
な
に
粗
野
な
形
態
で
あ
っ
て
も
、
理
詰
め
の
推
論
と
学
問
の
時
代
よ
り
ず
っ
と
昔
に
、
道
徳
学
の
準
則
を
聖
な
る
も
の

と
し
て
承
認
し
ま
し
た
。「
宗
教
上
の
脅
威
の
的
が
、
自
然
に
湧
く
義
務
の
感
覚
を
こ
ん
な
ふ
う
に
補
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
人

類
の
幸
福
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
自
然
は
、
こ
の
指
令
を
学
問
的
探
求
の
遅
々
と
し
て
不
確
か
な
歩
み
に
ゆ
だ
ね
て

は
お
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
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5

し
か
し
、
こ
の
学
問
的
探
求
が
開
始
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
、
自
然
が
当
初
に
先
取
り
し
て
い
た
上
の
指
令
を
確
証
し
ま
し
た
（
53
）。
わ
た
し
た
ち
が
道
徳

的
諸
能
力
の
根
底
に
何
を
想
定
し
よ
う
と
も
、
た
と
え
ば
、
し
か
る
べ
く
改
良
さ
れ
た
理
性
で
あ
れ
、
道
徳
感
覚
と
い
う
名
の
・
も
っ
て
生
ま
れ
た
本
能

で
あ
れ
（
54
）、
あ
る
い
は
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
の
ほ
か
の
原
理
で
あ
れ
、
わ
た
し
た
ち
が
道
徳
的
能
力
を
授
か
っ
た
の
は
現
世
の
暮
ら
し
で
自
分
の
ふ
る

ま
い
を
指
揮
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
に
何
の
疑
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。

道
徳
的
諸
能
力
は
、
こ
の
﹇
指
揮
者
の
﹈
威
厳
が
た
っ
た
一
目
で
わ
か
る
記
章
を
携
行
し
て
お
り
、
そ
れ
が
象
徴
的
に
意
味
す
る
の
は
、「
道
徳
的
能

力
は
、
わ
た
し
た
ち
の
行
動
す
べ
て
の
最
高
の
仲
裁
人
と
し
て
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
・
情
念
・
欲
求
す
べ
て
の
監
督
者
と
し
て
、
ま
た
、
各
種

の
感
覚
・
情
念
・
欲
求
が
ど
の
程
度
大
目
に
見
ら
れ
、
ど
の
程
度
押
し
こ
ろ
さ
れ
る
の
が
よ
い
の
か
を
判
定
す
る
裁
判
官
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
心
の

内
部
に
設
立
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

論
者
の
な
か
に
は
、「
こ
の
点
に
お
い
て
道
徳
的
能
力
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
の
ほ
か
の
能
力
・
欲
求
と
同
一
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
ほ
か
の
能

力
を
差
し
止
め
る
権
利
を
授
か
っ
て
い
な
い
し
、
ほ
か
の
能
力
も
ま
た
同
じ
く
、
道
徳
的
能
力
を
差
し
止
め
る
権
利
を
授
か
っ
て
い
な
い
」
と
主
張
し
た

人
た
ち
も
い
ま
す
が
、
断
じ
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
徳
的
能
力
を
除
け
ば
、
行
動
に
か
か
わ
る
能
力
や
原
理
は
互
い
に
相
手
の
こ
と
を
判
定
し
ま

せ
ん
。
愛
情
は
憤
り
の
案
件
を
判
定
し
ま
せ
ん
し
、
憤
り
は
愛
情
の
案
件
を
判
定
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
二
つ
の
情
念
は
お
互
い
に
対
立
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
相
互
に
相
手
の
案
件
を
是
認
し
た
り
否
認
し
た
り
す
る
と
い
う
言
い
方
は
ま
っ
た
く
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
の
ほ
か
の
す
べ
て
の
原
理
を
判
定
し
、
譴
責
し
た
り
喝
采
し
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
、
目
下
わ
た
し
た
ち
が
考
察

し
て
い
る
道
徳
的
能
力
の
独
自
の
職
分
な
の
で
す
。
道
徳
的
能
力
は
、
一
種
の
感
覚
器
官
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
原
理
は
そ
れ
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
る
対

象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
よ
ろ
し
い
。

各
種
の
感
覚
器
官
は
、み
ず
か
ら
が
所
管
す
る
対
象
に
つ
い
て
は
最
高
裁
で
す
。色
彩
の
美
し
さ
に
関
し
て
目
は
上
訴
す
る
と
こ
ろ
を
も
ち
ま
せ
ん
し
、

音
の
調
和
に
関
し
て
耳
は
上
訴
す
る
と
こ
ろ
を
も
ち
ま
せ
ん
し
、
味
の
お
い
し
さ
に
関
し
て
味
覚
は
上
訴
す
る
と
こ
ろ
を
も
ち
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
各
種

感
覚
器
官
は
、
そ
れ
自
身
が
扱
う
対
象
に
つ
い
て
は
最
終
審
で
す
。
味
覚
を
満
足
さ
せ
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
お
い
し
い
の
で
す
し
、
目
を
楽
し
ま
せ
る

も
の
は
何
で
あ
れ
、
美
し
い
の
で
す
し
、
耳
を
な
ご
ま
せ
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
う
ま
く
融
け
合
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
各
種
資
質
の
ま
さ
し
く

本
質
は
、
そ
の
資
質
が
届
け
ら
れ
る
感
覚
器
官
を
楽
し
ま
せ
る
の
に
適
合
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
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同
様
に
、
い
つ
耳
が
心
地
よ
い
音
に
な
ご
む
の
を
許
さ
れ
る
べ
き
か
、
い
つ
目
が
美
し
さ
に
ひ
た
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
か
、
い
つ
味
覚
が
お
い
し

い
も
の
を
堪
能
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
か
、
い
つ
、
ど
の
程
度
ま
で
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
の
ほ
か
の
各
種
原
理
が
耽
溺
を
許
さ
れ
、
あ
る
い

は
、
押
し
こ
ろ
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
最
終
審
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
諸
能
力
の
所
管
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
能
力
に
心
地
よ
い
こ
と
は
、そ
れ
を
お
こ
な
え
ば
、ふ
さ
わ
し
く
・
正
し
く
・
適
切
で
あ
り
、こ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
す
れ
ば
、

間
違
い
・
場
違
い
・
不
適
切
で
す
。
道
徳
的
能
力
が
是
認
す
る
感
情
は
、
品
が
あ
り
・
し
っ
く
り
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
否
認
す
る
感
情
は
、
み
っ
と
も
な

く
・
し
っ
く
り
き
ま
せ
ん
。「
正
し
い
」「
間
違
っ
て
い
る
」「
的
確
な
」「
不
適
切
で
あ
る
」「
品
が
あ
る
」「
し
っ
く
り
こ
な
い
」と
い
っ
た
語
そ
れ
自
体
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
何
が
こ
の
道
徳
的
能
力
を
楽
し
ま
せ
、
何
が
そ
れ
を
不
愉
快
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

6

以
上
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
道
徳
的
能
力
が
、
人
間
の
自
然
本
性
の
支
配
的
原
理
た
る
べ
く
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の

能
力
が
規
定
す
る
準
則
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
命
令
・
法
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
わ
た
し
た
ち
の
内
部
に
こ
う
し
て
設
立

し
た
代
理
人
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
一
般
的
準
則
は
、
法
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で
す
。
た
と
え
ば
、
物
体
が
運
動
の
授
受
に
際
し
て
従
う
一
般
的
準
則
は
、
運
動
の
法
則

と
呼
ば
れ
ま
す
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
能
力
は
、
所
轄
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
や
行
為
を
検
証
し
て
是
認
し
た
り
糾
弾
し
た
り
し
ま
す
が
、
そ
の
際

に
準
拠
す
る
一
般
的
準
則
は
、
運
動
の
法
則
よ
り
ず
っ
と
正
当
に
、
法
と
名
づ
け
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
す
。
こ
の
種
の
一
般
的
準
則
は
、
適
切
に
法
と
呼

ば
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
主
権
者
が
そ
の
臣
民
の
ふ
る
ま
い
を
指
揮
す
る
た
め
に
制
定
す
る
一
般
的
準
則
に
ず
っ
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。

道
徳
的
能
力
が
規
定
す
る
一
般
的
準
則
は
、
主
権
者
が
制
定
す
る
法
と
同
じ
く
、
人
間
の
自
由
な
行
動
を
指
揮
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
合
法
的
な
上
席
者
に
よ
り
き
わ
め
て
揺
る
ぎ
な
く
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ね
ぎ
ら
い
と
処
罰
と
い
う
実
効
化
手
段
に
よ
っ
て
補
助
さ
れ
ま
す
。
わ
た

し
た
ち
の
内
部
に
設
立
さ
れ
た
神
の
代
理
人
は
、
こ
の
一
般
的
準
則
の
違
反
を
内
心
の
羞
恥
、
自
己
糾
弾
の
責
め
苦
に
よ
っ
て
必
ず
処
罰
し
、
反
面
、
こ

（
53
）‘H

istory
ofA
stronom

y’,
III.3

;
‘The

H
istory

ofthe
A
ncientPhysics’,9

（
い
ず
れ
もEPS
所
収
）
を
参
照
。

（
54
）V

II.iii.2
－3

参
照
。
以
下
で
ス
ミ
ス
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、Joseph

B
utler

の
良
心
の
説
明
、
と
く
に
、Fifteen

Serm
ons,

Serm
on2

（paragraphs14
－15

）
の
そ
れ
に
ず
い
ぶ

ん
近
い
。
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の
準
則
の
遵
守
を
つ
ね
に
心
穏
や
か
さ
・
充
足
感
・
自
己
達
成
感
に
よ
っ
て
ね
ぎ
ら
い
ま
す
。

7

上
と
同
じ
結
論
を
裏
付
け
る
の
に
役
立
つ
考
証
は
、
ほ
か
に
も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
人
類
や
ほ
か
の
理
性
的
な
被
造
者
の
幸
福
は
、
自

然
の
創
造
主
が
彼
ら
に
生
命
を
授
け
た
当
初
に
意
図
し
た
目
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
以
外
の
目
的
は
、
わ
た
し
た
ち
が
創
造
主
に
事
寄
せ

て
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
最
高
の
知
恵
と
神
々
し
い
仁
愛
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
創
造
主
の
無
限
の
完
全
性
に
つ
い
て
抽
象
的
思
弁
を
重
ね
る
こ
と
で
こ
の
意
見
に
た
ど
り
着
き
ま
す
が
、
こ
の
意
見
は
、
自
然
の
作

品
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
一
段
と
確
か
に
裏
付
け
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
幸
福
を
促
進
し
、
不
幸
を
遮
断
す
る
べ
く

意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
道
徳
的
諸
能
力
の
指
令
に
従
っ
て
行
動
す
れ
ば
、
人
類
の
幸
福
を
促
進
す
る
最
も
効
果
的
な
手
段
を
必
ず
追
求
す
る
わ
け

で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
と
協
力
し
合
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
力
の
及
ぶ
限
り
摂
理
の
計
画
を
推
進
す
る
の
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
道
徳
的
諸
能
力
の
指
令
に
背
い
て
行
動
す
れ
ば
、
自
然
の
創
造
主
が
世
界
の
幸
福
と
完
成
を
目
指
し
て
打
ち

立
て
た
構
想
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
邪
魔
立
て
し
、
ま
た
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
、
妙
な
言
い
方
で
す
が
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
神
の
敵
で
あ
る
と
宣
言

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
道
徳
的
能
力
の
指
令
に
従
う
場
合
に
は
、
神
が
与
え
る
破
格
の
厚
遇
と
ね
ぎ
ら
い
を

待
ち
望
み
、
そ
の
指
令
に
背
く
場
合
に
は
、
神
の
仕
置
き
と
処
罰
に
恐
れ
お
の
の
く
よ
う
に
自
然
に
促
さ
れ
る
の
で
す
。

8

上
の
幸
福
促
進
の
教
説
を
こ
と
ご
と
く
確
証
し
・
信
じ
込
ま
せ
る
傾
向
の
論
拠
と
自
然
的
原
理
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
現
世
の
生
活

で
物
質
的
な
順
境
と
逆
境
が
ふ
だ
ん
分
配
さ
れ
る
と
き
に
準
拠
さ
れ
る
一
般
的
準
則
を
考
察
す
れ
ば
、「
こ
の
世
で
は
万
事
が
混
沌
と
し
て
映
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
す
ら
、
各
種
美
徳
は
、
適
切
な
ね
ぎ
ら
い
で
自
然
に
報
い
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
そ
の
美
徳
を
奨
励
・
推
進
す
る
の
に
と
て
も
適
し
た

見
返
り
を
受
け
る
」
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
事
実
は
ま
こ
と
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
種
の
条
件
が
全
部
同

時
に
そ
ろ
う
と
い
う
ず
い
ぶ
ん
異
常
な
事
態
が
起
き
な
い
か
ぎ
り
、
美
徳
が
報
わ
れ
ず
失
望
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

勤
労
勤
勉
、
予
見
注
意
力
、
用
意
周
到
の
各
徳
を
奨
励
す
る
最
も
適
切
な
ね
ぎ
ら
い
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
種
類
の
仕
事
で
あ
れ
、
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成
功
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
全
生
涯
で
こ
れ
ら
の
美
徳
が
成
功
を
手
に
入
れ
そ
び
れ
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
富
と
世
上
の
名
誉
は
、

こ
れ
ら
の
美
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
見
返
り
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
こ
の
見
返
り
を
手
に
入
れ
そ
び
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

正
直
さ
、
正
義
、
情
け
深
さ
の
実
践
を
推
進
す
る
最
も
適
切
な
ね
ぎ
ら
い
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
と
と
も
に
暮
ら
す
人
々
か
ら

寄
せ
ら
れ
る
深
い
信
頼
、
敬
意
、
愛
情
で
す
。
情
け
深
さ
が
願
う
の
は
、
偉
大
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
慕
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
正
直
さ
と
正
義
が
至
福

を
感
じ
る
の
は
、
裕
福
で
あ
る
と
き
で
は
な
く
、
信
頼
・
信
用
さ
れ
る
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
正
直
さ
と
正
義
が
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
手
に
入
れ
る
に
ち

が
い
な
い
見
返
り
で
す
。

何
か
ず
い
ぶ
ん
異
常
で
不
運
な
事
態
の
た
め
に
、
善
良
な
人
が
、
ま
っ
た
く
犯
し
よ
う
の
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
せ

い
で
残
り
の
人
生
が
、
世
人
の
戦
慄
と
嫌
悪
の
情
に
さ
ら
さ
れ
る
、
そ
ん
な
不
当
極
ま
り
な
い
こ
と
は
起
こ
り
え
ま
す
。
こ
の
種
の
不
測
の
事
態
に
よ
っ

て
、
彼
は
真
っ
正
直
で
正
義
を
守
る
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
合
財
を
失
う
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
用
心
深
い
人
が
、
用
意
周

到
の
限
り
を
尽
く
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
震
や
洪
水
で
破
滅
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
前
者
の
﹇
冤
罪
事
件
の
よ
う
な
﹈

不
測
の
事
態
は
、
お
そ
ら
く
、
後
者
の
﹇
自
然
災
害
の
よ
う
な
﹈
不
測
の
事
態
よ
り
も
、
ず
っ
と
ま
れ
に
し
か
起
こ
ら
ず
、
事
物
の
成
り
行
き
が
辿
る
通

常
の
行
程
に
ず
っ
と
逆
行
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
正
直
さ
、
正
義
、
情
け
深
さ
を
実
践
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
う
し
た
美
徳
が
も
っ
ぱ
ら
め
ざ
す
目

標
―
―
と
も
に
暮
ら
す
人
々
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
深
い
信
頼
と
愛
情
―
―
を
手
に
入
れ
る
確
実
で
ほ
と
ん
ど
間
違
い
の
な
い
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
相
変
わ
ら
ず
真
理
な
の
で
す
。

人
は
、
一
回
の
特
定
の
行
動
に
つ
い
て
い
と
も
簡
単
に
虚
偽
を
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ふ
る
ま
い
の
総
合
的
な
基
調
に
つ
い
て
そ
ん
な
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
ま
せ
ん
。

無
辜
の
人
が
悪
事
を
は
た
ら
い
た
と
信
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
そ

の
人
に
本
当
は
落
ち
度
が
あ
る
場
合
に
、
彼
の
気
風
は
清
廉
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
ゆ
る
ぎ
な
く
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
れ
ば
、
相
当
強
い
推
定
が
働
く
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
は
、
免
責
を
宣
告
し
よ
う
と
い
う
気
に
よ
く
な
る
で
し
ょ
う
。
与
太
者
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
、
彼
が
、
一
回

の
ち
ょ
ろ
ま
か
し
を
し
て
も
、
彼
の
ふ
る
ま
い
が
そ
ん
な
性
質
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
譴
責
を
ま
ぬ
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、

喝
采
さ
え
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
方
、
本
当
は
ま
っ
た
く
落
ち
度
が
な
い
場
合
に
、
人
が
い
つ
も
き
ま
っ
て
与
太
者
扱
い
さ
れ
る
に
は
、
ほ
と
ん
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ど
万
人
の
間
で
あ
ま
ね
く
そ
う
い
う
者
と
し
て
知
れ
渡
り
、
有
罪
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

要
す
る
に
、
悪
徳
へ
の
処
罰
、
美
徳
へ
の
ね
ぎ
ら
い
が
、
世
人
の
感
情
と
評
判
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
悪
徳
も
美
徳
も
、
事
物
の
成
り
行
き
が

辿
る
通
常
の
行
程
に
従
い
、
現
世
に
お
い
て
す
ら
、
正
確
で
公
平
な
正
義
を
上
回
る
見
返
り
で
報
い
ら
れ
ま
す
。

9

し
か
し
で
す
。
こ
の
冷
静
で
学
問
的
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
順
境
と
逆
境
が
ふ
だ
ん
分
配
さ
れ
る
と
き
に
準
拠
さ
れ
る
一
般
的
準
則
は
、
現
世

で
暮
ら
す
人
間
の
境
遇
に
完
全
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
映
り
ま
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感
情
の
い
く
つ
か
と
は
ま
っ
た
く

適
合
し
て
い
ま
せ
ん
。

な
に
が
し
か
の
美
徳
を
前
に
し
て
わ
た
し
た
ち
が
自
然
に
い
だ
く
愛
情
と
賞
賛
の
念
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
名
誉
と
ね
ぎ
ら
い
を
授
け
て
や
り
た
い
、

そ
の
美
徳
に
は
必
ず
し
も
付
属
せ
ず
・
他
の
資
質
に
授
け
る
の
が
適
切
で
あ
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
そ
ん
な
見
返
り
さ
え
も
授
け
て
や
り
た
い
、
と
い
う

ほ
ど
強
い
も
の
で
す
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
な
に
が
し
か
の
悪
徳
を
前
に
し
て
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
嫌
悪
の
情
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
面
目
と
災
厄

を
そ
の
上
に
積
み
あ
げ
て
や
り
た
い
、
ず
い
ぶ
ん
違
う
別
の
資
質
か
ら
自
然
に
帰
結
す
る
不
面
目
・
災
厄
も
も
ろ
と
も
に
そ
う
し
て
や
り
た
い
、
と
い
う

ほ
ど
強
い
も
の
で
す
。

豪
胆
、
高
潔
無
私
、
正
義
は
、
ま
こ
と
強
い
賞
賛
を
勝
ち
取
り
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
ん
な
美
徳
が
富
・
権
力
・
各
種
の
名
誉
で
有
終
の
美
を
飾
る
の
を

見
た
い
と
望
み
ま
す
が
、
富
・
権
力
・
名
誉
は
、
そ
ん
な
美
徳
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
資
質
―
―
予
見
注
意
力
・
勤
労
勤
勉
・
刻
苦
勉

励
―
―
か
ら
自
然
に
帰
結
す
る
も
の
で
す
。
他
方
、
詐
欺
・
噓
つ
き
・
残
忍
さ
・
暴
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
胸
に
侮
蔑
・
嫌
忌
の
情
を
搔
き
立
て
る
の

で
、
そ
ん
な
悪
徳
が
と
き
に
伴
う
精
励
と
勤
勉
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
相
応
の
報
い
だ
っ
た
と
も
い
え
る
利
得
を
占
め
る
の
を
見
て
、
わ
た
し
た
ち
の
怒

り
は
目
覚
め
ま
す
。

勤
勉
な
与
太
者
は
土
を
耕
し
、
怠
惰
な
善
人
は
土
を
耕
さ
な
い
ま
ま
放
置
す
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
が
実
り
を
収
穫
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち

ら
が
飢
え
、
ど
ち
ら
が
豊
か
に
暮
ら
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
事
物
の
成
り
行
き
が
辿
る
自
然
の
行
程
は
、
こ
の
問
題
へ
の
判
断
と
し
て
与
太
者
に
軍
配
を

あ
げ
、
一
方
、
人
類
の
自
然
な
感
情
は
、
美
徳
の
持
ち
主
に
軍
配
を
あ
げ
ま
す
。
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人
間
の
判
断
は
、「
勤
勉
な
与
太
者
の
良
き
資
質
は
、
彼
に
利
得
を
届
け
る
傾
向
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
過
剰
な
見
返
り
を
受
け
る
。
怠
惰

な
善
人
の
不
労
働
は
、
彼
に
辛
酸
を
自
然
に
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
る
か
に
厳
し
す
ぎ
る
処
罰
を
受
け
る
。」
と
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

人
間
の
諸
感
情
が
結
実
し
た
人
定
法
は
、
勤
勉
で
用
心
深
い
反
逆
者
の
生
命
と
資
産
を
没
収
す
る
一
方
、
目
先
が
利
か
な
い
不
注
意
な
良
き
市
民
の
忠
誠

心
と
公
共
に
尽
く
す
精
神
を
破
格
の
見
返
り
で
ね
ぎ
ら
い
ま
す
。

こ
ん
な
ふ
う
に
人
間
は
、
自
然
の
指
示
に
従
っ
て
、
事
物
の
分
配
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
修
正
し
ま
す
が
、
そ
の
分
配
は
自
然
が
単
独
で
お
こ
な
え
ば

違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
自
然
が
人
間
を
衝
き
動
か
し
て
従
わ
せ
る
準
則
は
、
自
然
自
身
が
守
る
準
則
と
は
別

の
も
の
で
す
。

自
然
は
、
あ
ら
ゆ
る
美
徳
を
奨
励
す
る
た
め
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
ね
ぎ
ら
い
を
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
処

罰
を
、
美
徳
と
悪
徳
に
過
不
足
な
く
ほ
ど
こ
し
ま
す
。
自
然
は
、
こ
の
考
慮
に
導
か
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
人
間
の
感
情
・
情
念
か
ら
す
れ
ば
、
美
徳
と

悪
徳
が
有
す
る
功
労
と
罪
責
の
割
合
に
は
既
定
の
格
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、自
然
は
そ
ん
な
こ
と
に
関
心
を
払
い
ま
せ
ん
。逆
に
、

人
間
は
、
そ
ん
な
既
定
の
格
差
だ
け
に
関
心
を
払
う
の
で
あ
り
、
各
種
美
徳
に
自
分
自
身
が
い
だ
く
愛
情
と
敬
意
の
強
さ
に
ピ
ッ
タ
リ
つ
り
あ
う
よ
う
に

そ
の
美
徳
の
体
裁
を
整
え
よ
う
、
各
種
悪
徳
に
自
分
自
身
が
い
だ
く
軽
蔑
と
嫌
忌
の
強
さ
に
ピ
ッ
タ
リ
つ
り
あ
う
よ
う
に
そ
の
悪
徳
の
体
裁
を
整
え
よ
う

と
努
力
し
た
が
り
ま
す
。

自
然
が
従
う
準
則
は
自
然
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
、
人
間
が
従
う
準
則
は
人
間
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
が
、
し
か
し
い
ず
れ
の
準
則
も
、
同
一

の
偉
大
な
目
的
、す
な
わ
ち
、世
界
に
秩
序
を
与
え
、人
間
の
自
然
本
性
を
完
成
さ
せ
て
幸
福
に
す
る
と
い
う
目
的
を
推
進
す
べ
く
意
図
さ
れ
て
い
ま
す
。

10

し
か
し
で
す
。
自
然
に
継
起
す
る
事
の
成
り
行
き
に
ゆ
だ
ね
れ
ば
行
わ
れ
る
は
ず
の
事
物
の
分
配
に
つ
い
て
、
人
間
は
先
の
よ
う
に
こ
れ
を
変
更
す

る
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、
詩
人
の
神
々
の
よ
う
に
、
非
常
手
段
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
介
入
し
続
け
て
、
美
徳
を
厚
遇
し
、

悪
徳
に
反
発
し
、
ま
た
、
詩
人
の
神
々
の
よ
う
に
、
心
正
し
い
人
の
頭
に
ね
ら
い
を
つ
け
る
矢
を
そ
ら
せ
る
一
方
、
邪
な
人
を
滅
ぼ
そ
う
と
振
り
か
ざ
さ

れ
る
剣
に
加
勢
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
、
心
正
し
い
人
の
運
勢
に
し
ろ
邪
な
人
の
運
勢
に
し
ろ
、
こ
れ
を
わ
が
胸
の
感

情
と
願
望
に
う
ま
く
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。
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事
物
の
成
り
行
き
が
辿
る
自
然
の
行
程
は
、
人
間
の
む
な
し
い
努
力
に
よ
っ
て
完
全
に
制
御
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の
流
れ
は
あ
ま
り

に
も
急
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
強
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
止
め
る
力
は
人
間
に
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
自
然
の
行
程
を
指
揮
す
る
準
則
は
、
こ
の

上
な
く
賢
明
・
善
良
な
諸
目
的
の
た
め
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
映
り
は
し
て
も
、
と
き
に
人
間
の
自
然
な
感
情
を
こ
と
ご
と
く
傷
つ
け
る
効
果
を
生
み
出

し
ま
す
。

「
大
人
数
の
団
結
は
、
少
人
数
の
団
結
に
勝
利
す
べ
き
で
あ
る
」。「
用
心
し
て
必
要
な
準
備
を
何
も
か
も
や
っ
て
事
業
に
携
わ
る
人
た
ち
は
、
何
の
準

備
も
な
く
彼
ら
に
対
抗
す
る
よ
う
な
人
に
勝
利
す
べ
き
で
あ
る
」。「
各
種
の
目
的
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
自
然
が
打
ち
立
て
た
手
段
に
よ
っ

て
の
み
達
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
準
則
は
い
ず
れ
も
、
内
容
そ
の
も
の
か
ら
し
て
必
然
・
不
可
避
で
あ
る
ば
か
り
か
、
世
人
の
勤
労
意

欲
と
集
中
力
を
喚
起
す
る
の
に
有
益
か
つ
適
切
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
準
則
が
も
た
ら
す
結
果
と
し
て
、
暴
力
と
策
謀
が
誠

実
と
正
義
を
負
か
す
と
き
、
人
間
の
観
察
者
な
ら
だ
れ
し
も
こ
の
準
則
に
よ
っ
て
搔
き
立
て
ら
れ
る
胸
中
の
怒
り
は
い
か
ば
か
り
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

無
辜
の
人
の
苦
し
み
を
案
じ
る
悲
し
み
と
い
た
わ
り
、
虐
待
者
の
成
功
に
ぶ
つ
け
る
激
し
い
憤
り
は
い
か
ば
か
り
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
は
、
加
え
ら
れ
た
侵
害
に
心
を
痛
め
る
と
同
時
に
激
高
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
の
侵
害
を
矯
正
す
る
こ
と
が
自
分
の
力
の
ま
っ
た
く
及

ば
な
い
こ
と
だ
と
度
々
思
い
知
り
ま
す
。
こ
う
し
て
不
正
義
の
勝
利
を
制
止
で
き
る
実
力
を
地
上
に
見
出
せ
ず
に
絶
望
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
自
然

に
、
天
上
界
に
上
訴
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
希
望
を
い
だ
き
ま
す
。「
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
を
つ
く
っ
た
偉
大
な
創
造
主
は
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま

い
を
指
揮
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
原
理
を
授
け
て
く
だ
さ
り
、
そ
ん
な
原
理
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
が
衝
き
動
か
さ
れ
て
現
世
で
さ
え
着
手
す

る
事
柄
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
来
世
に
お
い
て
は
手
ず
か
ら
執
行
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
」。「
創
造
主
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
そ
の
計
画
を
始
め
な
さ
い
と

御
み
ず
か
ら
わ
た
し
た
ち
に
教
示
し
て
く
れ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
計
画
を
完
遂
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
来
世
の
生
活
で
は
、
現
世
で
各

人
が
な
し
た
所
業
に
応
じ
て
報
い
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
」。

こ
ん
な
ふ
う
に
わ
た
し
た
ち
が
未
来
の
あ
り
さ
ま
に
思
い
至
る
の
は
、
人
間
の
自
然
本
性
が
優
柔
非
力
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
ん
な
本
性
に
先
ほ
ど
の
希

望
と
恐
怖
が
や
ど
る
か
ら
で
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
自
然
本
性
に
属
す
る
き
わ
め
て
気
高
く
最
良
の
諸
原
理
、
美
徳
に
対
す
る
愛
、
悪
徳

と
不
正
義
に
対
す
る
嫌
忌
の
情
が
は
た
ら
く
か
ら
で
す
。
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11
「
そ
れ
は
神
の
偉
大
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
」
と
、
雄
弁
で
学
問
も
あ
る
ク
レ
ル
モ
ン
の
司
教
は
語
っ
て
い
ま
す
が
（
55
）、
そ
こ
に
こ
も
る
情

熱
的
で
大
げ
さ
な
想
像
力
の
勢
い
は
、
礼
式
の
規
則
を
所
々
で
逸
脱
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

「
神
が
自
分
の
創
造
し
た
世
界
を
ま
こ
と
万
事
に
わ
た
り
無
秩
序
の
ま
ま
放
置
す
る
の
は
そ
の
偉
大
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
邪
な
者
が
ほ

と
ん
ど
つ
ね
に
正
し
い
者
を
負
か
し
、
無
辜
の
人
が
簒
奪
者
に
王
座
を
追
わ
れ
、
父
が
血
の
つ
な
が
ら
ぬ
息
子
の
野
心
の
犠
牲
に
な
り
、
夫
が
粗
暴
・
不

実
な
妻
の
一
撃
を
見
舞
わ
れ
て
息
を
引
き
取
る
。
こ
ん
な
無
秩
序
を
見
る
の
が
神
の
偉
大
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
神
は
こ
ん
な
陰
鬱
な
出
来

事
を
奇
想
天
外
な
娯
楽
と
し
て
、そ
の
出
来
事
に
な
ん
ら
の
責
任
も
分
担
せ
ず
玉
座
か
ら
高
み
の
見
物
を
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。神
は
偉
大
な
る
が
ゆ
え
に
、

柔
弱
・
不
正
・
粗
暴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
ち
っ
ぽ
け
な
る
が
ゆ
え
に
、
自
堕
落
な
の
に
処
罰
も
さ
れ
ず
、
有
徳
な
の
に
ね
ぎ
ら

い
も
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
お
、
神
よ
。
も
し
こ
れ
が
至
高
の
存
在
た
る
御
身
の
人
柄
な
ら
ば
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が

こ
ん
な
身
の
毛
の
よ
だ
つ
こ
と
を
思
い
な
が
ら
崇
拝
す
る
相
手
が
御
身
な
ら
ば
、金
輪
際
、わ
た
し
は
あ
な
た
を
わ
が
父
と
し
て
、わ
が
守
護
者
と
し
て
、

わ
が
悲
し
み
を
慰
め
る
者
と
し
て
、
わ
が
気
弱
さ
を
介
助
す
る
者
と
し
て
、
わ
が
節
義
を
ね
ぎ
ら
う
者
と
し
て
、
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ

う
で
あ
れ
ば
、
御
身
は
無
精
で
お
か
し
な
専
制
君
主
も
同
然
で
あ
り
、
自
分
の
傲
岸
な
見
栄
の
た
め
に
人
類
を
犠
牲
に
し
、
た
だ
自
分
の
気
休
め
・
気
ま

ぐ
れ
の
慰
み
物
と
し
て
献
身
さ
せ
る
た
め
に
人
類
を
無
か
ら
誕
生
さ
せ
た
の
だ
。」

12

行
為
の
功
労
と
罪
責
を
決
定
す
る
一
般
的
準
則
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
全
能
の
存
在
者
の
法
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
存
在
者
は
、

わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
監
督
し
、
来
世
の
暮
ら
し
で
そ
の
準
則
の
遵
守
を
ね
ぎ
ら
い
、
そ
の
違
反
を
処
罰
す
る
の
だ
と
考
え
ま
す
と
、
上
の
一
般
的

準
則
は
、
ど
う
し
て
も
新
た
な
神
聖
さ
を
帯
び
て
き
ま
す
。

「
わ
た
し
た
ち
が
神
と
あ
が
め
る
存
在
の
意
思
に
注
ぐ
配
慮
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
最
高
の
準
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
れ
は
、
そ

の
存
在
を
信
じ
る
人
な
ら
ば
決
し
て
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
命
題
で
す
。
そ
の
意
思
に
そ
む
く
と
思
う
だ
け
で
も
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
は
心
痛
き

（
55
）Jean-Baptiste

M
assillon,

Serm
on
pour

le
lundide

la
prem

ière
sem
aine

de
carêm

e
:
‘Surla

vérité
d’un

avenir’,
deuxiem

e
partie

（in
O
euvres

choisies
de
M
assillon

（Paris,1823

）1:190

）;

前
掲
注
24
参
照
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わ
ま
り
な
い
不
適
切
さ
に
染
ま
る
と
映
り
ま
す
。
無
限
の
知
恵
と
無
限
の
権
力
が
人
間
に
課
し
た
命
令
に
、
人
間
が
盾
突
い
た
り
知
ら
ん
顔
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
ど
ん
な
に
無
益
、
ど
ん
な
に
無
定
見
で
し
ょ
う
か
。
創
造
主
が
無
限
の
善
良
さ
に
よ
っ
て
人
間
宛
て
に
制
定
し
た
根
本
的
規
範
を
畏
敬
し
な
い

こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
の
違
反
が
処
罰
さ
れ
な
い
定
め
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
ん
な
に
不
自
然
、
ど
ん
な
に
不
敬
な
感
謝
知
ら
ず
で
し
ょ
う
か
。

適
切
さ
の
感
覚
も
ま
た
、
そ
の
一
般
的
準
則
が
全
能
の
存
在
者
の
法
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
己
利
益
の
ど
ん
な
に
強
い
動
機
に
よ
っ
て
も

壊
さ
れ
ず
に
保
た
れ
ま
す
。「
い
か
に
わ
た
し
た
ち
が
人
間
の
視
察
を
ま
ぬ
か
れ
た
り
、
人
間
の
処
罰
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
た
り
し
よ
う
と
も
、

不
正
義
を
仕
置
き
す
る
偉
大
な
神
に
、
い
つ
も
見
張
ら
れ
て
行
動
し
て
お
り
、
そ
の
処
罰
に
い
つ
で
も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
観
念
は
、
ど
ん
な
に

頑
迷
な
情
念
を
も
押
し
こ
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
動
機
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
観
念
を
絶
え
ず
思
い
返
し
て
そ
れ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
人
に
つ
い
て
は

そ
う
で
す
。

13

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
宗
教
は
、
自
然
に
湧
く
義
務
の
感
覚
を
補
強
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
概
し
て
世
人
は
、
宗
教
的
感
情
が
心
の

奥
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
の
実
直
さ
に
厚
い
信
頼
を
思
わ
ず
寄
せ
る
わ
け
で
す
。

そ
ん
な
人
た
ち
は
、
ほ
か
の
人
の
ふ
る
ま
い
を
規
律
す
る
一
般
的
準
則
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
加
重
さ
れ
た
束
縛
の
も
と
で
行
動
す
る
、
と
世
人
は
想
像

し
ま
す
。
行
動
の
適
切
さ
だ
け
で
な
く
評
判
に
対
す
る
配
慮
、
ま
た
、
わ
が
胸
の
奥
の
喝
采
だ
け
で
な
く
他
人
の
喝
采
に
払
う
配
慮
は
、
現
世
的
人
間
と

信
心
深
い
人
間
を
等
し
く
支
配
す
る
動
機
で
あ
る
、
と
世
人
は
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
信
心
深
い
人
間
は
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
規
律
に
服
す
る

の
で
あ
っ
て
、
彼
の
所
業
に
応
じ
て
最
終
的
に
返
報
す
る
定
め
の
偉
大
な
卓
越
者
が
面
前
に
い
る
ご
と
く
、
深
慮
遠
謀
の
行
動
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
信
心
深
い
人
間
の
ふ
る
ま
い
の
規
則
正
し
さ
と
正
確
さ
に
は
、
よ
り
大
き
な
信
用
が
お
か
れ
る
の
で
す
。

要
す
る
に
、
宗
教
を
つ
か
さ
ど
る
自
然
の
諸
原
理
が
、
と
り
え
の
な
い
若
干
の
密
謀
集
団
に
見
ら
れ
る
・
派
閥
や
党
へ
の
熱
狂
的
支
持
で
腐
敗
し
て
い

な
け
れ
ば
、
ま
た
、
宗
教
の
要
求
す
る
第
一
の
義
務
が
、「
道
徳
学
上
の
あ
ら
ゆ
る
責
務
を
果
た
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ま
た
、
人
々
が

説
経
の
せ
い
で
「
些
細
な
規
律
の
遵
守
こ
そ
、
正
義
と
慈
恵
の
行
動
よ
り
も
真
っ
先
に
果
た
さ
れ
る
べ
き
宗
教
的
義
務
で
あ
る
」
と
考
え
た
り
、「
詐
欺
・

裏
切
り
・
暴
力
と
引
き
換
え
に
、
犠
牲
的
行
為
・
儀
式
・
無
益
な
加
持
祈
禱
に
よ
っ
て
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
と
取
引
し
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
想
像

し
た
り
し
な
け
れ
ば
、
世
間
は
こ
の
点
で
疑
い
も
な
く
正
し
く
判
断
す
る
の
で
あ
っ
て
、
信
心
深
い
人
間
の
態
度
の
方
正
さ
に
い
み
じ
く
も
二
倍
の
厚
い
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信
頼
を
お
き
ま
す
。

第
六
章

ど
ん
な
場
合
に
義
務
の
感
覚
は
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
唯
一
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
ま
た
、
ど
ん
な
場
合
に
義
務
の
感
覚

は
ほ
か
の
動
機
と
一
緒
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

1

宗
教
は
、
美
徳
の
実
践
に
向
け
て
と
て
も
強
い
動
機
を
与
え
て
く
れ
、
ま
た
、
と
て
も
強
力
な
取
締
り
に
よ
っ
て
悪
徳
の
誘
惑
か
ら
わ
た
し
た
ち
を

守
っ
て
く
れ
、
そ
の
た
め
多
く
の
人
た
ち
は
、「
宗
教
上
の
主
義
こ
そ
、
行
動
に
お
い
て
唯
一
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
動
機
で
あ
る
」
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

「
感
謝
の
念
か
ら
ね
ぎ
ら
っ
て
は
な
ら
ず
、
憤
り
か
ら
処
罰
し
て
は
な
ら
ぬ
。
自
然
な
親
子
の
情
か
ら
、
い
た
い
け
な
子
ど
も
を
守
っ
た
り
、
よ
ぼ
よ

ぼ
す
る
親
を
介
助
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
世
間
で
は
言
わ
れ
ま
し
た
。
個
々
の
具
体
的
対
象
を
案
ず
る
心
の
動
き
は
す
べ
て
胸
か
ら
滅
却
さ
れ
、
一
つ
の
偉

大
な
心
の
動
き
が
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
に
取
っ
て
代
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
を
愛
す

る
気
持
ち
で
あ
り
、こ
の
存
在
の
御
心
に
か
な
っ
た
も
の
に
な
り
た
い
、あ
ら
ゆ
る
点
で
こ
の
存
在
の
意
思
に
従
っ
て
ふ
る
ま
い
た
い
と
い
う
欲
求
で
す
。

謝
辞
を
述
べ
る
動
機
は
感
謝
の
念
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
慈
愛
を
施
す
動
機
は
情
け
深
さ
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
公
共
の
た
め
に
尽
く
し
・
捧
げ
る
動
機

は
祖
国
愛
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
高
潔
無
私
と
正
義
に
従
う
動
機
は
人
類
愛
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
様
々
な
義
務
を
遂
行
す
る
と
き
、

わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
唯
一
の
原
理
・
動
機
は
、「
神
が
わ
た
し
た
ち
に
そ
れ
を
遂
行
し
な
さ
い
と
命
令
し
た
」
と
い
う
感
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

い
ま
わ
た
し
に
は
こ
の
意
見
を
特
に
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
（
56
）、
た
だ
次
の
こ
と
を
事
実
と
し
て
認
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
の
根
本
教
義
が
、「
心
の
底
か
ら
全
身
全
霊
を
込
め
て
、
主
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
の
神
を
愛
し
な
さ
い
」
で
あ
り
、
し
か
ら
ば
、
第
二
の
根
本
教

義
が
、「
わ
た
し
た
ち
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
で
あ
る
―
―
そ
ん
な
宗
教
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
を
愛
す
る
の
は
、
ま

（
56
）
し
か
し
、V

II.ii.3
.20
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ぎ
れ
も
な
く
わ
が
身
を
案
ず
る
か
ら
で
あ
り
、
単
に
そ
う
し
な
さ
い
と
命
令
さ
れ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
宗
教
の
信
仰
集
団
で

あ
る
と
宣
言
し
た
教
派
で
あ
り
な
が
ら
、「
義
務
の
感
覚
が
ふ
る
ま
い
の
唯
一
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
戒
律
を
奉
じ
た
例
が
あ
ろ
う
と

は
、
わ
た
し
た
ち
の
予
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
戒
律
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
教
義
と
し
て
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま

せ
ん
。
一
方
、「
義
務
の
感
覚
が
ふ
る
ま
い
の
支
配
的
・
指
導
的
な
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
学
問
が
指
示
し
、
現
に
常
識
が
指

示
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
は
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
場
合
に
わ
た
し
た
ち
の
行
動
は
、
も
っ
ぱ
ら
あ
る
い
は
全
面
的
に
義
務
の
感
覚
、
つ
ま
り
、
一

般
的
準
則
へ
の
配
慮
を
動
機
と
し
て
起
こ
さ
れ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
ど
ん
な
場
合
に
こ
の
感
覚
以
外
の
感
情
・
心
の
動
き
が
一
緒
に
働
き
、
主
要
な
影
響

を
及
ぼ
す
べ
き
か
。

2

お
そ
ら
く
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
、
細
部
に
わ
た
っ
て
正
確
を
期
す
こ
と
は
あ
ま
り
で
き
ま
せ
ん
が
、
異
な
る
二
つ
の
事
情
に
よ
っ
て
左
右
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。
第
一
に
、
あ
る
感
情
・
心
の
動
き
が
、
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
と
は
ま
っ
た
く
独
立
に
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
行
動
さ
せ
る
と

仮
定
し
た
場
合
、
そ
の
感
情
・
心
の
動
き
が
、
自
然
な
心
地
よ
さ
を
も
つ
か
、
そ
れ
と
も
、
自
然
な
醜
さ
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
、
右
の
解
答
は
違
っ
て
き

ま
す
。
第
二
に
、
一
般
的
準
則
そ
れ
自
体
が
精
緻
・
綿
密
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
大
雑
把
・
粗
雑
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
違
っ
て
き
ま
す
。

3

Ⅰ

第
一
の
わ
た
し
の
命
題
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
行
動
は
、
ど
の
程
度
ま
で
心
の
動
き
を
動
機
と
し
て
起
こ
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
ど
の
程
度
ま
で

完
全
に
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
を
動
機
と
し
て
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
心
の
動
き
そ
れ
自
体
が
自
然
な
心
地
よ
さ
を
も
つ

か
、
自
然
な
醜
さ
を
も
つ
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

4

品
が
あ
り
賞
賛
さ
れ
る
行
動
は
す
べ
て
、
他
人
の
幸
福
を
望
む
心
の
動
き
が
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
実
行
さ
せ
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
か
ら
、

ふ
る
ま
い
の
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
が
動
機
と
し
て
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
情
念
そ
れ
自
体
を
動
機
と
し
て
起
こ
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

善
行
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
人
が
、
義
務
の
冷
淡
な
感
覚
だ
け
を
動
機
と
し
て
善
行
に
報
い
、
恩
人
そ
の
人
に
親
し
く
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
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な
け
れ
ば
、
恩
人
は
不
十
分
な
返
礼
し
か
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ま
す
。「
妻
の
ふ
る
ま
い
が
甲
斐
甲
斐
し
い
の
は
、
婚
姻
関
係
が
要
求
す
る
事
項
へ
の

配
慮
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
原
理
で
は
な
い
」
と
夫
が
想
像
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
ど
ん
な
に
従
順
な
妻
に
も
不
満
を
感
じ
ま
す
。
息
子
は
、
子

と
し
て
の
義
務
が
課
す
役
目
を
な
に
ひ
と
つ
怠
ら
な
く
て
も
、
子
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
ま
こ
と
し
っ
く
り
似
つ
か
わ
し
い
・
愛
情
こ
ま
や
か
な
畏
敬
の

念
を
欠
け
ば
、
親
は
息
子
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
に
苦
情
を
述
べ
て
当
然
で
す
。
ま
た
父
親
に
し
て
も
、
親
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
義
務
を
す
べ
て
果
た
し

な
が
ら
、
親
に
期
待
さ
れ
て
当
然
の
・
子
を
か
わ
い
が
る
気
持
ち
を
全
然
も
た
な
け
れ
ば
、
息
子
は
そ
ん
な
親
に
あ
ま
り
満
足
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
他
人
の
幸
福
を
望
み
、
人
と
む
つ
み
あ
う
心
の
あ
ら
ゆ
る
動
き
に
つ
い
て
、
義
務
の
感
覚
は
、
そ
れ
を
瑞
々
し
く
よ
み
が
え
ら
せ
る
よ
り

も
、
む
し
ろ
押
し
こ
ろ
す
た
め
に
働
く
ほ
う
が
、
見
て
い
て
心
地
よ
く
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
を
衝
き
動
か
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
実
行
さ
せ
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
過
剰
な
実
行
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
に
働
く
ほ
う
が
、
見
て
い
て
心
地
よ
い
も
の
で
す
。
父
親
が
わ
が
子
を
か
わ
い
が
る
気
持
ち
を
抑
制
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
を
も
っ
て
い
た
り
、
友
人
が
自
然
に
湧
く
高
潔
無
私
に
歯
止
め
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
を
も
っ

て
い
た
り
、
恵
み
を
受
け
た
人
が
独
り
よ
が
り
の
・
は
し
ゃ
ぎ
す
ぎ
た
感
謝
の
念
を
押
し
こ
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
を
も
っ
て
い
た
り

す
る
の
は
、
見
て
い
て
快
い
も
の
で
す
。

5

他
人
の
不
幸
を
望
み
、
人
と
い
が
み
あ
う
情
念
に
つ
い
て
は
、
上
と
正
反
対
の
格
率
が
成
り
立
ち
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
ね
ぎ
ら
う
と
き
、
わ
が
胸

の
感
謝
と
高
潔
無
私
を
動
機
と
し
て
、
ま
っ
た
く
た
め
ら
わ
ず
に
、
そ
の
ね
ぎ
ら
い
の
適
切
さ
が
ど
ん
な
に
み
ご
と
で
あ
る
か
思
い
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
義
務
感
も
な
し
に
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
他
方
、
わ
た
し
た
ち
が
処
罰
す
る
と
き
に
は
、
つ
ね
に
た
め
ら
い
な
が
ら
、
仕
返
し

を
し
た
い
と
つ
い
思
う
殺
伐
と
し
た
心
理
的
習
性
が
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
処
罰
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
だ
と
い
う
感
覚
を
動
機
と
し
て
、

そ
う
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

き
わ
め
て
品
位
あ
る
態
度
と
は
、以
下
の
よ
う
な
人
が
見
せ
る
態
度
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。ど
ん
な
に
ひ
ど
い
権
利
侵
害
に
憤
る
と
き
で
も
、

こ
の
心
地
悪
い
情
念
が
わ
が
胸
で
怒
り
狂
う
の
を
感
じ
る
以
上
に
、
そ
の
権
利
侵
害
が
憤
り
に
値
し
・
そ
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
動
機
と

し
て
憤
る
人
。
裁
判
官
の
よ
う
に
、
個
々
の
侵
害
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
置
き
を
確
定
す
る
一
般
的
準
則
だ
け
を
考
慮
す
る
人
。
こ
の
準
則
の
執
行

に
際
し
て
、
自
分
が
受
け
た
苦
し
み
よ
り
も
、
加
害
者
が
今
し
も
受
け
よ
う
と
す
る
苦
し
み
を
案
じ
る
人
。
激
高
し
な
が
ら
も
慈
悲
を
忘
れ
ず
、
き
わ
め
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て
や
さ
し
く
温
情
あ
る
し
か
た
で
準
則
を
解
釈
し
、
き
わ
め
て
率
直
な
情
け
深
さ
が
許
容
し
う
る
減
刑
を
、
良
識
と
矛
盾
し
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
認
め
て

や
ろ
う
と
つ
い
思
う
人
。

6

す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
、私
事
に
か
ま
け
る
情
念
は
、ほ
か
の
点
で
、人
と
む
つ
み
あ
う
心
の
動
き
と
い
が
み
あ
う
心
の
動
き
の
あ
い
だ
の
、

一
種
の
中
間
地
点
を
占
め
て
お
り
、
し
か
ら
ば
、
こ
の
点
で
も
同
様
な
地
点
を
占
め
て
い
ま
す
。
あ
り
ふ
れ
た
日
常
茶
飯
の
あ
ら
ゆ
る
例
で
は
、
私
的
な

関
心
事
の
追
求
は
、
対
象
そ
れ
自
体
を
案
じ
る
情
念
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
を
規
定
す
る
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
か
ら
な
さ
れ

る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
も
っ
と
重
大
で
並
大
抵
で
な
い
機
会
が
訪
れ
て
い
る
の
に
、
対
象
そ
れ
自
体
が
強
い
情
念
で
わ
た
し
た
ち
を
高
ぶ
ら
せ
る
も
の

に
映
ら
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
臆
病
で
・
味
気
な
く
・
無
様
で
し
ょ
う
。

シ
リ
ン
グ
硬
貨
一
枚
の
獲
得
や
節
約
に
一
喜
一
憂
し
た
り
、
そ
の
た
め
に
陰
謀
を
め
ぐ
ら
せ
た
り
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
庶
民
的
な
商
売
人
も
、
隣
人
み

な
の
間
で
評
判
を
落
と
す
で
し
ょ
う
。
彼
の
生
活
事
情
を
大
変
み
す
ぼ
ら
し
い
も
の
と
仮
定
し
て
み
る
と
、
そ
ん
な
小
さ
な
こ
と
へ
の
気
遣
い
が
、
そ
の

こ
と
自
体
へ
の
関
心
か
ら
彼
の
ふ
る
ま
い
に
現
れ
る
こ
と
は
な
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
境
遇
か
ら
す
れ
ば
、
家
計
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
切
り
詰
め

ら
れ
、
支
度
は
き
ち
ん
と
計
算
し
つ
く
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
ん
な
家
計
と
支
度
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
尽
力
は
、
個
々

の
節
約
や
も
う
け
に
対
す
る
関
心
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
切
り
詰
め
・
計
算
し
つ
く
す
と
い
っ
た
基
調
の
ふ
る
ま
い
を
彼
に
宛
て
厳
重
厳
格
に
規
定
す
る
一

般
的
準
則
へ
の
配
慮
か
ら
な
さ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
き
ょ
う
彼
が
ケ
チ
る
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
節
約
し
た
い
特
定
の
三
ペ
ン
ス
を
欲
し
が

る
一
心
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
、
店
で
接
客
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
う
け
た
い
特
定
の
一
〇
ペ
ン
ス
を
求
め
る
一
心
か
ら
で
は
な
い
に
ち
が
い
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
吝
嗇
に
し
ろ
、
接
客
に
し
ろ
、
そ
の
動
機
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
な
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
、
す
な
わ
ち
、「
彼
が
暮
ら
し
を
立
て
て
い
く
上
で

付
き
合
う
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
こ
の
方
針
で
ふ
る
ま
え
」
と
情
け
容
赦
の
な
い
厳
格
さ
で
規
定
す
る
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
に
こ
そ
、
し
み
っ
た
れ
の
人
柄
と
、
き
ち
ん
と
し
た
家
計
と
支
度
を
と
と
の
え
る
人
柄
を
分
け
る
要
件
が
あ
り
ま
す
。
前
者
の
人
は
、
些
事
そ

れ
自
体
へ
の
関
心
か
ら
そ
れ
に
一
喜
一
憂
し
ま
す
が
、
後
者
の
人
は
、
自
分
が
心
に
銘
記
し
た
人
生
設
計
の
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
些
事
に
取

り
組
み
ま
す
。
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7

自
分
の
利
益
の
対
象
が
も
っ
と
破
格
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
話
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
対
象
を
そ
れ
自
体
へ
の
関
心

か
ら
あ
ま
り
本
気
で
追
求
し
な
い
人
は
、
覇
気
が
な
い
と
映
り
ま
す
。
辺
境
の
征
服
や
防
衛
を
気
に
か
け
な
い
君
主
が
い
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
を
軽

蔑
す
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
卑
劣
さ
や
不
正
義
を
伴
わ
ず
に
資
産
が
得
ら
れ
、
相
当
な
公
職
だ
っ
て
手
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
そ
の
た
め
に
骨
身

を
削
ら
な
い
民
間
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
い
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
に
ほ
と
ん
ど
敬
意
を
払
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
自
身
の
選
挙
に
な
ん
ら
熱
意
を

示
さ
な
い
国
会
議
員
は
、
そ
の
友
人
か
ら
、
ま
る
で
後
援
に
値
し
な
い
人
物
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
ま
す
。
商
売
人
で
さ
え
、
い
わ
ゆ
る
破
格
の
仕
事
、
つ

ま
り
、
ど
こ
か
尋
常
で
な
い
利
得
を
手
に
し
よ
う
と
発
奮
し
な
け
れ
ば
、
隣
人
か
ら
腰
抜
け
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
気
骨
と
熱
意
が
、
起
業
能
力
を
も
つ

人
と
冴
え
な
い
紋
切
型
の
人
を
分
け
る
要
素
で
す
。

自
分
の
利
益
の
対
象
が
重
要
で
あ
り
、そ
れ
を
失
う
か
獲
得
す
る
か
で
本
人
の
地
位
身
分
に
か
な
り
大
き
な
変
化
が
生
ず
る
場
合
、そ
ん
な
対
象
に
は
、

適
切
に
野
心
と
呼
ば
れ
る
情
念
が
注
が
れ
ま
す
。
野
心
は
、
予
見
注
意
力
と
正
義
の
規
則
に
服
す
る
と
き
、
世
間
で
つ
ね
に
賞
賛
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
ふ

た
つ
の
美
徳
の
制
限
を
踏
み
越
え
、
不
正
で
あ
る
ば
か
り
か
破
天
荒
で
も
あ
る
と
き
、
し
か
る
べ
き
型
破
り
な
偉
大
さ
す
ら
帯
び
て
想
像
力
を
幻
惑
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
わ
け
で
、
英
雄
、
征
服
者
、
さ
ら
に
政
治
家
さ
え
も
、
そ
の
企
て
が
正
義
の
か
け
ら
も
な
い
の
に
ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
壮

大
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
広
く
賞
賛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
枢
機
卿
、
レ
ス
の
枢
機
卿
の
企
て
は
そ
の
例
で
す
。
が
め
つ
さ
の
対
象

と
野
心
の
対
象
は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
が
ち
が
う
だ
け
で
す
。
し
み
っ
た
れ
は
、
半
ペ
ニ
ー
一
枚
に
血
眼
に
な
り
、
同
様
に
、
野
心
家
は
、
一
国
の
征

服
に
血
眼
に
な
り
ま
す
。

8

Ⅱ

第
二
の
わ
た
し
の
命
題
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
は
、
ど
の
程
度
ま
で
完
全
に
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
を
動
機
と
し
て
起
こ
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
一
面
で
、
そ
の
一
般
的
準
則
そ
れ
自
体
が
精
緻
・
綿
密
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
大
雑
把
・
粗
雑
で
あ
る
か
と
い
う

点
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

9

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
美
徳
の
一
般
的
準
則
、
た
と
え
ば
、
予
見
注
意
力
、
慈
愛
、
高
潔
無
私
、
感
謝
、
友
情
が
果
た
す
役
目
を
確
定
す
る
一
般
的
準

則
は
、
多
く
の
点
で
大
雑
把
・
粗
雑
で
あ
り
、
多
く
の
例
外
を
許
容
し
、
ま
こ
と
多
く
の
制
約
条
件
を
満
た
す
よ
う
要
求
し
ま
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
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ふ
る
ま
い
を
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
完
全
に
規
律
す
る
こ
と
は
ま
ず
で
き
ま
せ
ん
。
予
見
注
意
力
に
つ
い
て
の
巷
の
俗
諺
的
な
処
世
訓
は
、
万

人
の
経
験
に
立
脚
し
て
い
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
予
見
注
意
力
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
る
最
良
の
一
般
的
準
則
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
粋
が
っ
て
こ
の
一
般

的
準
則
を
と
て
も
厳
格
に
文
字
通
り
に
守
り
通
せ
ば
、
見
当
違
い
も
甚
だ
し
い
き
わ
め
て
無
粋
な
学
者
気
取
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

た
っ
た
今
わ
た
し
が
触
れ
た
す
べ
て
の
美
徳
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
感
謝
の
準
則
が
最
も
精
緻
で
あ
り
、
許
さ
れ
る
例
外
が
一
番
少
な
い
も
の
で
し
ょ

う
。「
わ
た
し
た
ち
は
で
き
る
だ
け
早
く
、
受
け
取
っ
た
献
身
裨
益
に
等
価
の
お
返
し
を
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
高
価
な
お
返
し
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
か
な
り
明
瞭
な
準
則
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
例
外
を
許
さ
な
い
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
準
則
は
、
ど
ん
な
に
上
辺
だ
け
の
検
証
に
付
さ
れ
て
も
、
き
わ
め
て
大
雑
把
・
粗
雑
で
、
無
数
の
例
外
を
許
容
す
る
と
映
る
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
あ
な
た
が
病
気
で
寝
て
い
る
と
き
付
き
添
っ
て
く
れ
た
恩
人
の
た
め
に
、
そ
の
恩
人
が
病
気
の
と
き
付
き
添
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
あ
な
た
は
別
の
種
類
の
お
返
し
を
す
る
こ
と
で
、
感
謝
が
要
求
す
る
責
務
を
実
行
し
て
か
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
病
気
の
恩

人
に
付
き
添
う
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
恩
人
が
あ
な
た
に
付
き
添
っ
た
の
と
同
じ
期
間
で
し
ょ

う
か
、
そ
れ
よ
り
も
長
期
間
で
し
ょ
う
か
。
長
期
間
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
く
ら
い
長
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
あ
な
た
が
困
窮
し
て
い
る

と
き
友
人
が
お
金
を
貸
し
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
彼
が
困
窮
す
る
と
き
お
金
を
貸
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
彼
に
貸
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
つ
あ
な
た
は
貸
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
で
し
ょ
う
か
、
明
日
で
し
ょ
う
か
、
来
月
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
貸
与
期
間
は
ど
の
く
ら
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
よ
そ
こ
ん
な
疑
問
に
対
し
、
す
べ
て
の
事
例
に
お
い
て
精
緻
な
解
答
を
出
せ
る
一
般
的
準
則
を
書
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
わ
か
り
き
っ
て

い
ま
す
。
相
手
と
あ
な
た
の
人
柄
の
違
い
、
相
手
と
あ
な
た
の
生
活
事
情
の
違
い
し
だ
い
で
は
、
満
腔
の
謝
意
を
表
し
な
が
ら
、
半
ペ
ニ
ー
の
貸
与
を
拒

絶
し
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
起
こ
り
え
ま
す
し
、
逆
に
、
相
手
か
ら
借
り
た
金
額
の
十
倍
の
お
金
を
た
め
ら
わ
ず
貸
与
し
、
あ
る
い
は
譲
与

す
る
こ
と
さ
え
い
と
わ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
は
き
わ
め
て
あ
く
ど
い
恩
知
ら
ず
で
、
果
た
す
べ
き
恩
義
の
百
分
の
一
も
実
行
し
な
か
っ
た

非
を
告
発
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
起
こ
り
え
ま
す
。

し
か
し
、
感
謝
の
義
務
は
、
恵
み
深
い
美
徳
が
わ
た
し
た
ち
に
宛
て
て
規
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
義
務
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
最
も
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、

し
か
ら
ば
、
そ
の
義
務
を
確
定
す
る
一
般
的
準
則
は
、
先
述
の
と
お
り
、
最
も
正
確
な
も
の
で
す
。
他
方
、
友
情
、
情
け
深
さ
、
も
て
な
し
、
高
潔
無
私

九
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が
要
求
す
る
行
為
を
確
定
す
る
一
般
的
準
則
は
、
一
段
と
あ
い
ま
い
・
あ
や
ふ
や
で
す
。

10

し
か
し
、
あ
る
美
徳
の
一
般
的
準
則
だ
け
は
、
そ
の
美
徳
が
要
求
す
る
あ
ら
ゆ
る
外
面
的
行
為
を
無
類
の
正
確
さ
で
確
定
し
ま
す
。
こ
の
美
徳
は
正

義
で
す
（
57
）。
正
義
の
準
則
は
こ
の
上
も
な
く
正
確
で
あ
り
、
そ
れ
が
許
容
す
る
例
外
や
制
約
条
件
と
い
え
ば
、
そ
の
準
則
そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
正
確
に

確
定
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
、
実
際
そ
ん
な
例
外
や
制
約
条
件
は
、
概
し
て
そ
の
準
則
と
ま
ぎ
れ
も
な
く
同
一
の
諸
原
理
か
ら
生
じ
て
き
ま
す
。

も
し
わ
た
し
が
あ
る
人
か
ら
一
〇
ポ
ン
ド
を
借
り
て
い
る
と
す
れ
ば
、
正
義
は
、
合
意
し
た
期
日
か
相
手
が
請
求
す
る
時
に
き
っ
か
り
一
〇
ポ
ン
ド
を

返
済
し
な
さ
い
と
要
求
し
ま
す
。
わ
た
し
が
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
、
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
返
済
の
金
額
、
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
日
時
と
場
所
な
ど
、
指
示
さ
れ
た
行
動
の
本
質
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
事
情
は
、
み
な
ど
れ
も
精
緻
に
確
定
・
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
粋
が
っ
て
予
見
注
意
力
や
高
潔
無
私
に
か
か
わ
る
世
間
一
般
の
準
則
を
あ
ま
り
に
も
厳
格
に
守
り
通
す
こ
と
は
偏
屈
で
衒
学
的
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
ろ
し
い
が
、
正
義
の
準
則
を
決
然
と
断
行
す
る
と
こ
ろ
に
学
者
気
取
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
逆
に
、
正
義
の
準
則
に
は
こ
の
上
な
く
神
聖

な
配
慮
を
注
ぐ
の
が
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
美
徳
か
ら
要
求
さ
れ
る
行
動
が
も
っ
と
も
適
切
に
遂
行
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
な
そ
う
と
す
る
主
要
な
動
機
が
、

そ
れ
を
し
な
さ
い
と
命
ず
る
一
般
的
準
則
へ
の
・
恭
し
く
信
心
深
い
配
慮
で
あ
る
場
合
で
す
。

そ
の
ほ
か
の
美
徳
の
実
践
に
あ
た
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
指
揮
す
る
の
は
、
精
緻
な
格
率
や
準
則
へ
の
配
慮
で
あ
る
に
し
て
も
、
む
し
ろ
そ

れ
以
上
に
、
適
切
さ
に
つ
い
て
の
し
か
る
べ
き
観
念
、
特
定
の
基
調
の
ふ
る
ま
い
へ
の
し
か
る
べ
き
審
美
眼
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
は
準
則

そ
れ
自
体
よ
り
も
、
準
則
の
目
的
と
根
拠
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
正
義
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
準
則
自
体
に
な
る
べ
く
小
細
工
を
施
さ
ず
、
一
般
的
準
則
そ
の
も
の
を
と
こ
と
ん
愚
直
に
ど

こ
ま
で
も
忠
実
に
守
り
通
す
人
は
、
だ
れ
よ
り
も
賛
辞
に
値
し
、
頼
り
に
さ
れ
ま
す
。
正
義
の
準
則
の
目
的
は
、
隣
人
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
わ
た
し
た
ち

を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
で
す
が
、
た
と
え
目
下
の
違
反
行
為
に
実
害
は
な
い
と
多
少
の
屁
理
屈
を
ま
じ
え
て
主
張
で
き
る
と
し
て
も
、
正
義
の
準
則

に
そ
む
く
こ
と
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
心
の
奥
で
あ
っ
て
も
、
実
害
は
な
い
と
言
い
逃
れ
を
は
じ
め
れ
ば
、
そ
の
と
た
ん
に
人

（
57
）H

um
e,
Treatise,
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は
よ
く
悪
党
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
不
可
侵
の
根
本
的
規
範
が
彼
に
宛
て
て
規
定
す
る
こ
と
を
二
心
な
く
決
然
と
守
り
通
す
の
は
止
め
よ
う
と
思
っ
た

と
た
ん
、
彼
は
、
金
輪
際
信
頼
さ
れ
る
見
込
み
が
な
く
な
り
、
ど
ん
な
犯
罪
に
も
け
っ
し
て
手
を
染
め
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
と
、
だ
れ
か
ら
も
言
っ
て

も
ら
え
な
く
な
り
ま
す
。
こ
そ
泥
は
、
金
持
ち
か
ら
盗
む
品
が
彼
ら
に
は
手
軽
に
欲
し
が
る
こ
と
が
で
き
、
た
ぶ
ん
盗
ま
れ
た
こ
と
を
彼
ら
は
知
り
も
し

な
い
と
思
い
定
め
、
自
分
が
悪
事
を
働
い
た
と
は
想
像
し
ま
せ
ん
。
間
男
は
、
友
人
の
妻
を
籠
絡
し
な
が
ら
、
そ
の
秘
事
を
夫
の
嫌
疑
か
ら
隠
し
て
、
相

手
の
家
庭
の
平
和
を
乱
さ
な
け
れ
ば
、
自
分
が
悪
事
を
働
い
た
と
は
想
像
し
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
小
細
工
に
譲
歩
し
は
じ
め
た
と
た
ん
、
汚
ら
わ
し
く
て
と

て
も
起
こ
せ
な
い
凶
悪
事
件
な
ど
わ
た
し
た
ち
に
は
無
く
な
り
ま
す
。

11

正
義
の
準
則
は
、
文
法
の
準
則
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
ほ
か
の
美
徳
の
準
則
は
、
文
芸
批
評
家
が
格
調
高
い
華
麗
な
文
章
を
書
く
た
め
に

作
成
す
る
準
則
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
58
）。
前
者
は
精
緻
・
正
確
で
、
そ
れ
な
し
に
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
後
者
は
、
大
雑
把
・
あ
い
ま

い
・
あ
や
ふ
や
で
、
わ
た
し
た
ち
が
目
指
す
べ
き
完
璧
さ
に
至
る
た
め
の
確
実
で
誤
る
こ
と
の
な
い
指
導
を
し
て
く
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
完
璧

さ
に
つ
い
て
の
一
般
的
観
念
を
呈
示
し
ま
す
。

人
は
準
則
に
従
い
文
法
通
り
に
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
絶
対
無
謬
の
文
章
を
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
同
様
な
し
か
た
で
人
は
正
し
く
行

動
し
な
さ
い
と
教
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
を
導
い
て
誤
ら
ず
・
そ
れ
を
守
れ
ば
華
麗
で
格
調
高
い
文
章
を
書
け
る
よ
う
に
し
て

く
れ
る
準
則
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
完
成
さ
れ
た
華
麗
さ
や
格
調
高
さ
の
観
念
が
あ
や
ふ
や
な
ま
ま
だ
っ
た
わ
た
し
た
ち
を
手
助
け
し
て
、
そ

の
観
念
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
修
正
し
明
確
に
し
て
く
れ
る
準
則
は
な
に
が
し
か
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
を
教
え
て
誤
ら
ず
・
そ
れ

を
知
れ
ば
ど
ん
な
場
面
で
も
、
目
先
が
利
い
て
注
意
深
く
、
正
々
堂
々
と
豪
胆
に
、
あ
る
い
は
適
切
な
恵
み
深
さ
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
し
て
く

れ
る
準
則
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
そ
ん
な
美
徳
の
観
念
が
不
完
全
な
ま
ま
だ
っ
た
わ
た
し
た
ち
に
力
を
授
け
て
、
そ
の
観
念
を
い
く
つ
か
の
点

で
修
正
し
明
確
に
し
て
く
れ
る
準
則
は
な
に
が
し
か
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

12

是
認
に
値
す
る
行
動
を
と
り
た
い
と
、
き
わ
め
て
真
剣
・
一
途
に
念
じ
な
が
ら
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
な
準
則
を
取
り
違
え
、
そ
の
結
果
、
ま
さ
に
わ

た
し
た
ち
を
指
揮
す
べ
き
原
理
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
誤
る
―
―
そ
ん
な
こ
と
が
と
き
た
ま
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
世
人
が
わ
た
し
た
ち
の

九
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態
度
を
す
っ
か
り
是
認
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
も
無
駄
で
す
。
わ
た
し
た
ち
を
支
配
し
た
義
務
の
観
念
が
見
当
違
い
で
あ
れ
ば
、
世
人
は
、
そ

ん
な
観
念
に
入
り
込
め
ま
せ
ん
し
、
そ
ん
な
観
念
か
ら
生
じ
る
ど
ん
な
行
動
に
も
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
感
覚
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
迷
え
る
良
心
に
よ
っ
て
こ
ん
な
ふ
う
に
目
を
欺
か
れ
て
悪
徳

に
染
ま
る
人
の
人
柄
と
態
度
に
は
、
な
お
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
彼
が
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
ど
ん
な
に
重
大
な
過
ち
を
犯
そ
う
と
、
高

潔
無
私
で
情
け
深
い
人
々
に
と
っ
て
、
彼
は
相
変
わ
ら
ず
、
憎
し
み
や
憤
り
よ
り
も
む
し
ろ
哀
れ
み
の
対
象
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
完
成
を
求
め
て
誠

実
に
苦
労
を
重
ね
、自
分
を
指
揮
す
る
原
理
と
し
て
望
み
う
る
最
良
の
原
理
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、そ
ん
な
不
幸
な
誤
っ

た
思
い
込
み
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
、人
間
の
自
然
本
性
が
優
柔
非
力
な
せ
い
で
あ
っ
て
、彼
ら
有
徳
の
士
は
そ
れ
を
嘆
く
わ
け
で
す
。

宗
教
上
の
間
違
っ
た
概
念
こ
そ
、
こ
ん
な
ふ
う
に
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
諸
感
情
を
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
く
捻
じ
曲
げ
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
原
因
で
す
。

宗
教
は
、
義
務
を
定
め
る
準
則
に
至
高
の
威
厳
を
与
え
る
原
理
で
す
か
ら
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
準
則
の
観
念
を
相
当
程
度
ゆ
が
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
宗
教
が
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
ど
ん
な
場
合
で
も
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
は
、
常
識
の
導
き
さ
え
あ
れ
ば
、
絶
妙
き
わ
ま
る
適
切
さ
に
は
至
ら

ぬ
ま
で
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
水
準
に
届
き
、
も
し
う
ま
く
や
り
た
い
と
一
心
に
望
め
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
態
度
は
全
体
と
し
て
み
れ
ば
い
つ

だ
っ
て
賛
辞
に
値
す
る
で
し
ょ
う
。

「
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
意
思
に
従
う
こ
と
は
、
義
務
の
準
則
の
筆
頭
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
は
だ
れ
し
も
同
意
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
思

が
わ
た
し
た
ち
に
課
す
個
々
の
指
令
に
つ
い
て
、
人
々
の
意
見
は
互
い
に
大
き
く
隔
た
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
互
に
最
大
限
の

忍
耐
と
寛
容
を
与
え
合
う
の
が
ふ
さ
わ
し
く
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
の
防
衛
上
、
犯
罪
は
ど
ん
な
動
機
か
ら
生
じ
よ
う
と
も
処
罰
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
が
明
ら
か
に
宗
教
的
義
務
の
誤
っ
た
概
念
か
ら
生
ず
る
場
合
に
は
、
善
良
な
人
な
ら
ば
い
つ
だ
っ
て
し
ぶ
し
ぶ

処
罰
す
る
で
し
ょ
う
。
善
良
な
人
な
ら
ば
こ
の
種
の
犯
罪
者
に
対
し
て
、
ほ
か
の
犯
罪
者
に
感
じ
る
怒
り
を
け
っ
し
て
感
じ
ず
、
い
や
む
し
ろ
、
そ
の
犯

罪
を
処
罰
す
る
刹
那
、
彼
ら
の
不
運
な
不
撓
不
屈
と
豪
胆
を
残
念
に
思
い
、
そ
れ
を
賞
賛
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
で
し
ょ
う
。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
氏
の
最
も
優
れ
た
悲
劇
の
一
つ
、『
マ
ホ
メ
ッ
ト
』
に
は
（
59
）、
そ
ん
な
動
機
か
ら
生
ず
る
犯
罪
を
前
に
し
て
わ
た
し
た
ち
の
感
情
は
ど
う

（
58
）V

II.iv.1
－2

参
照
。
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あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
う
ま
く
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
悲
劇
に
は
、
純
真
無
垢
で
有
徳
き
わ
ま
り
な
い
心
根
の
若
い
男
女
が
登
場
し
、
お
互
い

に
寄
せ
合
う
愛
し
い
思
い
の
ほ
か
に
優
柔
で
頼
り
な
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
こ
れ
と
て
わ
た
し
た
ち
に
彼
ら
を
い
っ
そ
う
親
身
に
思
わ
せ
る
ば
か
り
な
の
で

す
が
、
そ
ん
な
二
人
が
、
偽
り
の
宗
教
の
き
わ
め
て
強
力
な
動
機
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
忌
ま
わ
し
い
殺
人
を
犯
し
、
人
間
の
自
然
本
性
の
あ
ら
ゆ
る
原
理

を
愕
然
と
さ
せ
ま
す
。
ひ
と
り
の
威
厳
を
た
た
え
た
老
人
が
、
こ
よ
な
く
や
さ
し
い
親
愛
の
情
を
包
み
隠
さ
ず
二
人
に
示
し
、
老
人
は
彼
ら
の
宗
教
の
公

然
た
る
敵
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
と
も
彼
に
こ
の
上
な
い
畏
敬
の
念
と
敬
意
を
い
だ
き
、
ま
た
、
彼
ら
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
実
は
彼

こ
そ
二
人
の
父
親
だ
っ
た
の
で
す
。そ
の
彼
が
か
ね
て
神
か
ら
二
人
の
手
で
捧
げ
よ
と
言
い
つ
け
ら
れ
て
い
た
生
け
に
え
で
あ
る
、と
彼
ら
は
告
げ
ら
れ
、

彼
の
殺
害
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
二
人
は
こ
の
犯
罪
を
ま
さ
に
実
行
し
て
い
る
さ
な
か
、
一
方
で
、
宗
教
的
義
務
は
免
除
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
も

ち
、
他
方
で
、
こ
れ
か
ら
あ
や
め
よ
う
と
す
る
人
物
へ
の
い
た
わ
り
・
感
謝
・
そ
の
老
齢
ゆ
え
の
畏
敬
の
念
・
そ
の
情
け
深
さ
と
美
徳
ゆ
え
の
愛
情
を
も

ち
、
そ
の
両
者
の
葛
藤
か
ら
湧
き
あ
が
る
・
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
苦
悶
に
さ
い
な
ま
れ
ま
す
。
こ
ん
な
演
出
が
繰
り
広
げ
る
光
景
は
き
わ
め
て
興
味
深
く
、

お
そ
ら
く
教
育
効
果
が
き
わ
め
て
高
く
、
ど
ん
な
劇
場
で
も
い
ま
ま
で
催
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
結
局
、
義
務
の
感
覚
が
、
人
間
の
自

然
本
性
の
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
弱
さ
を
こ
と
ご
と
く
凌
駕
し
ま
す
。
二
人
は
無
理
強
い
さ
れ
た
犯
罪
を
実
行
し
ま
す
が
、
す
ぐ
に
、
自
分
た
ち
が
誤
っ

て
い
た
こ
と
、
詐
略
に
よ
っ
て
だ
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
悟
り
、
戦
慄
・
悔
恨
・
憤
り
で
動
転
し
ま
す
。

不
幸
な
セ
イ
ド
と
パ
ル
ミ
ラ
を
前
に
し
た
と
き
に
湧
く
感
情
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
宗
教
に
よ
っ
て
こ
ん
な
ふ
う
に
惑
わ
さ
れ
誤
る
人
が
だ
れ
で
あ

ろ
う
と
も
わ
た
し
た
ち
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
人
は
本
当
に
宗
教
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
て
お
り
、
宗
教

を
装
っ
て
人
間
の
最
悪
な
情
念
を
な
に
が
し
か
隠
ぺ
い
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
確
信
が
わ
た
し
た
ち
に
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

13

人
は
、
義
務
の
誤
っ
た
感
覚
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
誤
っ
た
行
動
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
し
か
ら
ば
、
自
然
は
、
そ
れ
に
打
ち
勝
っ
て
、
人
を

そ
の
感
覚
に
反
発
さ
せ
・
正
し
く
行
動
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
そ
の
人
自
身
は
ま
こ
と
気
弱
で
別
の
行
動
を
し
よ
う
と
思
う
の
で
す

が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
打
ち
勝
つ
べ
き
だ
と
思
う
動
機
が
打
ち
勝
つ
の
を
見
て
、
な
ん
ら
悪
い
気
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
の
ふ
る
ま
い
は
、
原
理
で

は
な
く
気
弱
さ
か
ら
生
ま
れ
た
結
果
な
の
で
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
ふ
る
ま
い
に
献
じ
る
評
価
は
、
満
点
の
是
認
に
届
く
よ
う
な
も
の
で
は
毛
頭
あ
り
ま

せ
ん
。
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あ
る
筋
金
入
り
の
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
の
虐
殺
が
行
わ
れ
た
期
間
、
哀
れ
み
の
情
に
負
け
て
不
幸
な
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
を
何
人
か
助
け
て
や
り
ま
し
た
が
、
そ
の
彼
ら
を
殺
害
す
る
の
が
自
分
の
義
務
だ
と
彼
は
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
彼
が
正
当
に
要

求
で
き
る
評
価
は
、
完
全
な
自
己
是
認
感
情
を
い
だ
い
て
同
じ
高
潔
無
私
を
発
揮
し
て
い
た
ら
献
じ
ら
れ
た
は
ず
の
高
ら
か
な
喝
采
で
は
あ
る
ま
い
、
と

思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
彼
の
気
性
の
情
け
深
さ
に
好
感
を
も
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
を
見
る
と
一
種
身
に
つ
ま
さ
れ
、
そ

れ
は
、
完
全
な
美
徳
に
与
え
ら
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
賞
賛
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
ま
せ
ん
。

ほ
か
の
す
べ
て
の
情
念
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
当
人
は
義
務
の
間
違
っ
た
概
念
に
指
導
さ
れ
て
情
念
を
押
し
こ
ろ
そ
う
と
す
る

の
に
、
そ
の
情
念
が
適
切
に
発
現
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
い
や
だ
と
は
感
じ
ま
せ
ん
。
と
て
も
敬
虔
な
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
が
、
一
方
の
頰

を
た
た
か
れ
た
と
き
に
も
う
一
方
の
頰
を
向
け
ず
、
わ
が
救
世
主
の
根
本
教
義
に
彼
が
加
え
る
文
字
通
り
の
解
釈
を
し
ば
し
忘
れ
、
彼
を
侮
辱
し
た
粗
暴

な
相
手
に
よ
く
効
く
お
灸
を
な
に
か
す
え
て
や
れ
ば
、不
快
な
感
じ
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。わ
た
し
た
ち
は
笑
い
、彼
の
示
し
た
気
骨
で
気
分
が
ほ
ぐ
れ
、

む
し
ろ
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
せ
い
で
前
よ
り
彼
の
こ
と
を
好
ま
し
く
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
を
見
て
い
だ
く
感
情
は
、
似
た
場
面

で
な
す
べ
き
適
切
な
こ
と
を
正
し
く
感
じ
て
適
切
に
行
動
し
た
人
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
尊
敬
の
念
・
敬
意
で
は
断
じ
て
な
い
で
し
ょ
う
。
自

己
是
認
感
情
を
伴
わ
な
い
行
動
は
、
有
徳
で
あ
る
と
適
切
に
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち

法
学
部
教
授
）

（
59
）
の
ち
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
はM

ahom
et

（1742

）
をLe

Fanatism
e
ou
M
ahom

et

（1743

）
に
改
め
た
が
、
そ
こ
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
前
掲
注
38
の
参
照
文
献
。
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