
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.227

－247

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
。
村
井
章
子
・
北
川
知
子
訳『
道
徳
感
情
論
』（
二
〇
一
四
年
、
日
経
Ｂ
Ｐ
）も
参
照
し
た
。

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
。

翻

訳

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』
第
Ⅴ
部

「
慣
習
と
流
行
が
、
道
徳
的
是
認
と
道
徳
的
否
認
の
感
情
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
」

山

本

陽

一
（
訳
）

108（326）

七
七



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

本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
第
Ⅴ
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
Ⅴ
部

慣
習
と
流
行
が
、
道
徳
的
是
認
と
道
徳
的
否
認
の
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
。
ひ
と
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成

第
一
章

慣
習
と
流
行
が
、
美
し
さ
と
醜
さ
の
と
ら
え
方
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

第
二
章

慣
習
と
流
行
が
、
道
徳
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

第
Ⅴ
部

慣
習
と
流
行
が
、
道
徳
的
是
認
と
道
徳
的
否
認
の
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
。
ひ
と
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成

第
一
章

慣
習
と
流
行
が
、
美
し
さ
と
醜
さ
の
と
ら
え
方
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

1

す
で
に
挙
示
さ
れ
た
諸
原
理
の
ほ
か
に
も
、
世
人
の
道
徳
感
情
に
相
当
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
な
に
が
非
難
に
値
し
、
な
に
が
讃
辞

に
値
す
る
か
に
つ
い
て
、
多
く
の
変
則
的
で
違
和
感
を
も
よ
お
す
意
見
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
国
民
に
広
ま
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
異
説
の
主
た
る
原
因

こ
そ
、
こ
こ
に
い
う
原
理
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
慣
習
と
流
行
で
す
。
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
美
し
さ
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
く
だ
す

判
断
に
支
配
圏
を
広
げ
ま
す
。

2

ふ
た
つ
の
対
象
が
し
ば
し
ば
一
緒
に
す
が
た
を
見
せ
て
い
た
ら
、
想
像
力
は
、
一
方
の
対
象
か
ら
他
方
の
対
象
へ
と
、
す
ん
な
り
移
動
す
る
習
慣
を

身
に
つ
け
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
最
初
の
対
象
が
目
に
映
る
と
、
つ
ぎ
の
対
象
が
つ
づ
い
て
現
れ
る
の
が
当
然
だ
と
期
待
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
対
象
は
、

七
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ひ
と
り
で
に
相
手
方
の
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
に
想
い
起
こ
さ
せ
、
つ
い
に
は
興
味
関
心
が
楽
々
と
そ
れ
ら
を
駆
け
め
ぐ
り
ま
す
。

慣
習
か
ら
独
立
し
た
真
の
美
し
さ
が
ふ
た
つ
の
対
象
の
結
合
に
介
在
し
な
く
て
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
慣
習
が
ふ
た
つ
の
対
象
を
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
て

し
ま
え
ば
、
両
者
が
離
れ
離
れ
で
あ
る
の
は
不
適
切
だ
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
一
方
の
対
象
が
ふ
だ
ん
の
同
伴
者
を
連
れ
ず
に
す
が
た
を
見
せ
る
と
、
ぎ
こ

ち
な
く
思
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
見
つ
け
ら
れ
る
と
期
待
し
た
も
の
が
不
在
で
あ
る
の
を
残
念
に
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
失
望
は
、
観
念
が
い
つ
も
の
習

慣
に
よ
っ
て
編
制
さ
れ
る
こ
と
を
邪
魔
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
そ
ろ
い
の
衣
装
を
み
て
、
そ
れ
に
い
つ
も
く
っ
つ
い
て
い
る
飾
り
が
欠
け
て
い
れ
ば
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
も
、
な
に
か
物
足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
欠
け
て
い
る
の
が
腰
ボ
タ
ン
ひ
と
つ
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を

ど
こ
と
な
く
俗
っ
ぽ
い
と
か
野
暮
く
さ
い
と
判
定
し
ま
す
。

対
象
の
結
び
つ
き
に
自
然
な
適
切
さ
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
適
切
だ
と
感
じ
る
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
は
、
慣
習
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

と
違
う
結
び
つ
き
は
、
慣
習
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
心
地
わ
る
く
映
し
だ
さ
れ
ま
す
が
、
慣
習
が
な
け
れ
ば
さ
ほ
ど
と
も
思
わ
れ
ま
す
ま
い
。
味
わ
い
深
い

も
の
ご
と
を
見
慣
れ
た
人
は
、
不
恰
好
な
も
の
や
野
暮
な
こ
と
に
ひ
と
き
わ
嫌
気
を
も
よ
お
し
ま
す
。

対
象
の
組
み
合
わ
せ
に
不
適
切
さ
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
不
適
切
だ
と
感
じ
る
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
は
、
慣
習
に
よ
っ
て
減
退
す
る
か
、
す
っ
か
り
そ
こ

な
わ
れ
ま
す
。
だ
ら
し
な
く
散
ら
か
し
て
い
る
こ
と
に
慣
れ
た
人
は
、
端
正
と
か
風
雅
と
い
っ
た
感
覚
を
す
べ
て
失
い
ま
す
。
調
度
品
や
衣
装
の
様
式
は
、

初
め
て
見
る
人
に
無
粋
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、
使
い
慣
れ
て
い
る
人
の
気
分
を
害
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

3

流
行
は
、
慣
習
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
正
確
に
い
え
ば
、
む
し
ろ
、
特
別
な
種
類
の
慣
習
で
す
。
流
行
と
は
、
万
人
が
着
る
服
で
は
な
く
、
高
い
地

位
の
人
、
あ
る
い
は
名
望
家
が
着
る
服
で
す
。
上
品
で
、
堅
苦
し
く
な
く
、
そ
れ
で
い
て
威
厳
が
あ
る
上
流
身
分
な
ら
で
は
の
作
法
は
、
そ
の
衣
装
が
い

つ
も
な
が
ら
絢
爛
豪
華
な
こ
と
と
あ
い
ま
ち
、
彼
ら
が
た
ま
た
ま
衣
装
に
ほ
ど
こ
す
形
に
さ
え
気
品
を
与
え
ま
す
。
彼
ら
が
こ
の
形
を
着
用
し
つ
づ
け
る

か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
想
像
の
な
か
で
、
な
に
や
ら
高
級
で
豪
華
な
も
の
を
示
す
観
念
と
つ
な
が
り
、
ま
た
、
そ
れ
自
体
に
異
彩
は
な
く
て

も
、
こ
の
つ
な
が
り
の
せ
い
で
、
な
に
や
ら
同
じ
く
高
級
で
豪
華
な
感
じ
を
た
だ
よ
わ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
が
そ
の
形
を
使
わ
な
く
な
る
と
、

た
ち
ま
ち
そ
れ
は
、
か
つ
て
有
る
と
映
っ
た
気
品
を
す
べ
て
失
い
、
い
ま
や
下
層
身
分
の
人
び
と
だ
け
に
使
わ
れ
て
、
な
に
や
ら
そ
の
人
び
と
の
俗
っ
ぽ

く
野
暮
く
さ
い
感
じ
を
た
だ
よ
わ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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4

衣
装
と
調
度
品
が
慣
習
と
流
行
に
よ
っ
て
全
面
的
に
支
配
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
世
の
中
が
こ
ぞ
っ
て
認
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
原
理
の
影
響
は
、
け
っ
し
て
そ
ん
な
狭
い
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、
音
楽
、
詩
歌
、
建
築
な
ど
、
と
も
か
く
審
美
眼
の
対
象
な
ら
ば
何
に
で
も
広
が
り

ま
す
。

衣
装
と
調
度
品
の
様
式
は
、
た
え
ま
な
く
変
化
し
て
お
り
、
五
年
前
に
賞
賛
さ
れ
た
流
行
も
、
こ
ん
に
ち
で
は
無
粋
に
映
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
経
験
に
よ
っ
て
、「
そ
の
人
気
は
、
お
も
に
、
い
や
全
面
的
に
、
慣
習
と
流
行
の
せ
い
だ
」
と
確
信
し
ま
す
。
衣
服
と
調
度
品
は
、
さ
ほ
ど
長

も
ち
す
る
素
材
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
意
匠
を
こ
ら
し
た
外
套
は
、
一
年
で
す
り
切
れ
、
そ
れ
以
上
長
く
つ
づ
け
て
仕
立
て
時
の
原
型
を
流
行
と
し

て
広
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
調
度
品
の
様
式
は
、
衣
装
の
そ
れ
に
比
べ
て
さ
ほ
ど
急
速
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
理
由
は
、
調
度
品
の
ほ
う
が

ふ
つ
う
長
も
ち
す
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
五
、
六
年
も
す
る
と
、
一
般
に
そ
れ
も
全
面
的
に
一
新
さ
れ
、
だ
れ
で
も
自
分
の
生
き
て
い
る
う
ち
に
調
度

品
の
流
行
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
の
を
目
に
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
生
産
技
術
か
ら
作
ら
れ
る
品
は
、
ず
っ
と
長
も
ち
し
ま
す
し
、
佳
作
と
想
像
さ
れ
る
な
ら
そ
の
出
来
栄
え
を
流
行
と
し
て
ず
っ
と
長
期
に

わ
た
り
普
及
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
う
ま
く
工
夫
さ
れ
た
建
物
は
、
何
世
紀
も
風
雪
に
耐
え
、
美
し
い
旋
律
は
、
一
種
の
伝
統
に
よ
っ
て
幾
世
代
も
脈
々
と
伝

承
さ
れ
、
巧
み
に
書
か
れ
た
詩
歌
は
、
世
界
の
つ
づ
く
か
ぎ
り
生
き
つ
づ
け
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
作
品
は
す
べ
て
長
年
絶
え
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
制
作
の
元
に
な
っ
た
特
定
の
型
、
特
定
の
趣
向
・
流
儀
を
は
や
ら
せ
つ
づ
け
ら
れ
ま
す
。

お
よ
そ
こ
れ
ら
の
技
術
に
お
い
て
流
行
が
激
変
す
る
の
を
自
分
の
生
き
て
い
る
う
ち
に
見
ら
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
は
る
か
遠
く
の
時
代
や

国
民
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
を
ず
い
ぶ
ん
経
験
し
て
知
悉
し
、
そ
の
奥
深
く
に
融
け
こ
め
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
し
、
そ
ん
な
様
式
を
自
分
の

生
き
て
い
る
時
代
や
国
の
様
式
と
比
べ
て
公
平
に
判
断
で
き
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
技
術
か
ら
作
ら
れ
る
品
の
美

醜
に
つ
い
て
自
分
の
く
だ
す
判
断
に
、
慣
習
や
流
行
が
大
い
に
影
響
す
る
こ
と
を
進
ん
で
認
め
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
人
び
と
は
、
そ

ん
な
各
技
術
で
守
ら
れ
る
べ
し
と
自
分
が
思
う
準
則
の
根
底
に
は
、
こ
と
ご
と
く
理
性
と
自
然
が
あ
り
、
習
慣
や
先
入
観
は
な
い
と
想
像
し
ま
す
。

し
か
し
、
ほ
ん
の
少
し
注
意
し
て
み
れ
ば
、
事
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
、
ま
た
、
慣
習
と
流
行
が
衣
装
と
調
度
品
に
及
ぼ
す
影
響
は

絶
対
的
で
す
が
、
建
築
や
詩
歌
や
音
楽
に
及
ぼ
す
影
響
も
、
そ
れ
に
劣
ら
な
い
こ
と
が
得
心
さ
れ
ま
す
。
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5

た
と
え
ば
、
柱
頭
は
、
直
径
の
八
倍
の
高
さ
の
柱
に
は
ド
リ
ス
式
を
、
直
径
の
九
倍
の
高
さ
の
柱
に
は
イ
オ
ニ
ア
式
の
渦
形
を
、
直
径
の
十
倍
の
高

さ
の
柱
に
は
コ
リ
ン
ト
式
の
葉
飾
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
専
用
に
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
論
定
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
専
用
の
使
い
方
が
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
で
あ
る
根
拠
は
、
習
慣
・
慣
習
以
外
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
特
定
の
比
率
と
特
定
の
装
飾
が
結
び
つ
く
の

を
見
慣
れ
た
ら
、
そ
れ
ら
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
な
い
と
目
ざ
わ
り
に
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
五
つ
の
柱
式
は
（
1
）、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
装
飾
を
も
ち
、
ほ

か
の
装
飾
と
取
り
替
え
ら
れ
る
と
、
建
築
上
の
ル
ー
ル
を
少
し
で
も
知
る
人
な
ら
、
だ
れ
も
が
き
っ
と
目
ざ
わ
り
に
感
じ
ま
す
。

た
し
か
に
、
建
築
家
の
な
か
に
は
、
古
代
人
が
各
柱
式
に
固
有
の
装
飾
を
割
り
あ
て
た
判
断
は
絶
妙
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
似
つ
か
わ
し
い
別

の
判
断
は
見
出
し
が
た
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
様
式
が
き
わ
め
て
心
地
よ
い
こ
と
は
た
し
か
で
も
、「
そ
れ
は
上
記
の
比
率
に
適

合
し
う
る
唯
一
の
様
式
で
あ
る
」
と
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
む
ず
か
し
く
、
む
し
ろ
、「
慣
習
が
確
立
す
る
以
前
、
同
じ
く
上
記
の
比
率
に
う
ま
く
適
合

し
て
い
た
別
の
様
式
は
五
百
を
く
だ
ら
な
い
」
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
慣
習
に
よ
っ
て
建
築
上
の
特
定
の
ル
ー
ル
が
確
立
し
た
と
き
、
そ
れ
が
絶
対
に
不
合
理
で
あ
る
と
ま
で
い
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
と
同
じ
程
度

し
か
良
く
な
い
別
の
ル
ー
ル
に
改
め
よ
う
と
思
う
の
は
不
見
識
で
す
し
、
こ
れ
よ
り
性
質
が
少
し
ば
か
り
風
雅
で
美
し
い
別
の
ル
ー
ル
に
改
め
よ
う
と
思

う
こ
と
さ
え
不
見
識
で
す
。
人
前
に
出
る
と
き
、
世
間
で
着
用
さ
れ
る
服
と
ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
を
着
れ
ば
、
そ
の
新
し
い
衣
装
そ
の
も
の
が
い
か
に
上

品
で
あ
り
、
い
か
に
便
利
で
あ
っ
て
も
、
か
ら
か
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
家
屋
に
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
と
き
も
同
様
で
あ
っ
て
、
慣
習
と
流
行
が
定
め
た
既
定

の
流
儀
と
ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
に
従
え
ば
、
そ
の
新
し
い
装
飾
そ
の
も
の
が
世
間
一
般
の
装
飾
よ
り
い
く
ぶ
ん
か
優
れ
て
い
て
も
、
不
見
識
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

6

古
代
の
修
辞
学
者
に
よ
る
と
、
詩
の
し
か
る
べ
き
韻
律
は
、
そ
も
そ
も
詩
文
の
特
定
種
類
ご
と
に
専
用
に
使
わ
れ
る
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、

詩
文
の
種
類
ご
と
に
も
っ
と
も
優
越
す
べ
き
特
徴
・
感
情
・
情
念
が
、
韻
律
に
よ
っ
て
自
然
に
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
し
た
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
あ
る
詩
体

（
1
）
ス
ミ
ス
が
、「
五
つ
」
と
い
う
の
は
、
彼
が
名
前
を
挙
げ
る
三
つ
の
古
典
的
な
ギ
リ
シ
ャ
の
柱
式
に
加
え
、
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
柱
式
、
ト
ス
カ
ナ
式
と
コ

ン
ポ
ジ
ッ
ト
式
も
一
八
世
紀
に
は
好
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
五
つ
の
柱
式
は
、
パ
ラ
デ
ィ
オ
様
式
（Colen

Cam
pbell

のVitruvius
Britannicus,1715

を
見
よ
）
と
、
ス
ミ
ス
の

知
り
合
い
の
ア
ダ
ム
ズ
一
家
の
新
古
典
様
式
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
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は
謹
厳
な
作
品
に
適
し
、
ま
た
、
別
の
詩
体
は
陽
気
な
作
品
に
適
し
、
両
者
を
取
り
替
え
る
と
た
ま
ら
な
く
不
適
切
な
感
じ
が
き
っ
と
す
る
と
考
え
ら
れ

ま
し
た
（
2
）。

し
か
し
、
こ
の
原
理
は
内
容
だ
け
を
み
れ
ば
き
わ
め
て
確
か
ら
し
い
と
映
り
ま
す
が
、
当
世
の
経
験
は
こ
の
原
理
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
語
の
滑
稽
詩
体
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
英
雄
詩
体
で
す
。
ラ
シ
ー
ヌ
の
悲
劇
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
ア
ン
リ
ア
ー
ド
は
、
つ
ぎ
の
一
文
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
詩
体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

だ
い
じ
な
件
で
は
あ
な
た
の
助
言
を
た
ま
わ
り
た
い
。

逆
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
滑
稽
詩
体
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
語
で
は
十
音
節
か
ら
な
る
英
雄
詩
体
と
ほ
ぼ
一
致
し
ま
す
。
慣
習
に
よ
っ
て
、
一
方
の
国
民
が

謹
厳
・
高
尚
・
深
刻
さ
を
あ
ら
わ
す
観
念
に
結
び
つ
け
た
韻
律
は
、
他
方
の
国
民
が
陽
気
で
・
ふ
ざ
け
た
・
滑
稽
な
事
々
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
韻
律
と
な

り
ま
し
た
。
も
し
フ
ラ
ン
ス
人
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
風
の
詩
体
で
つ
づ
る
悲
劇
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
語
で
書
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
不
見
識
に

映
る
も
の
は
ほ
か
に
な
い
で
し
ょ
う
し
、
十
音
節
の
詩
体
で
つ
づ
ら
れ
る
悲
劇
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
も
同
様
で
し
ょ
う
（
3
）。

7

卓
越
し
た
技
能
の
持
ち
ぬ
し
な
ら
ば
、
そ
の
技
能
の
各
分
野
で
確
立
し
た
様
式
に
変
革
を
も
た
ら
し
、
文
章
、
音
楽
、
あ
る
い
は
建
築
の
新
し
い
流

行
を
持
ち
こ
も
う
と
し
ま
す
。
人
あ
た
り
が
よ
く
て
身
分
も
高
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
衣
装
は
人
気
を
博
し
、
ど
ん
な
に
独
特
で
奇
想
天
外
で
も
、
す
ぐ
に

賞
賛
さ
れ
、
模
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
名
匠
の
独
特
な
作
風
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
技
能
に
よ
っ
て
人
気
を
博
し
、
そ
の
流
儀
は
、
彼

が
た
ず
さ
わ
る
学
芸
で
流
行
の
型
に
な
り
ま
す
。
音
楽
と
建
築
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
人
の
趣
味
は
、
こ
の
五
十
年
で
大
き
な
変
化
を
こ
う
む
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
、
各
分
野
の
名
匠
の
独
特
な
作
風
が
模
倣
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

セ
ネ
カ
は
、
ロ
ー
マ
人
の
趣
味
を
堕
落
さ
せ
た
、
つ
ま
り
、
り
り
し
い
理
性
と
男
ら
し
い
雄
弁
に
代
え
て
、
軽
妙
洒
脱
な
作
風
を
持
ち
こ
ん
だ
と
し
て
、

ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
（
4
）か
ら
告
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
タ
キ
ト
ゥ
ス
も
、
ほ
か
の
人
た
ち
か
ら
、
論
調
は
違
い
ま
し
た
が
、
セ
ネ
カ
と

同
じ
告
発
理
由
で
問
責
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
言
い
ぶ
ん
に
よ
る
と
、
彼
ら
に
よ
っ
て
好
評
を
博
し
た
文
体
は
、
こ
の
上
な
く
簡
潔
・
風
雅
・
表
情
豊
か
で
、

詩
情
さ
え
あ
る
が
、
平
易
・
素
朴
さ
・
本
質
を
欠
き
、
明
ら
か
に
刻
苦
勉
励
の
果
て
に
生
ま
れ
た
衒
学
の
所
産
で
し
た
。
作
家
が
こ
ん
な
ふ
う
に
自
分
の
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欠
点
さ
え
心
地
よ
い
も
の
に
変
え
ら
れ
る
に
は
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
才
気
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
作
家
は
、「
国
民
の
趣
味
を
洗
練
し
た
」

と
ほ
め
称
え
ら
れ
て
も
、
た
ぶ
ん
そ
の
あ
と
に
、「
国
民
の
趣
味
を
腐
敗
さ
せ
た
」
と
い
う
悼
辞
を
頂
戴
す
る
の
が
関
の
山
で
す
。

わ
た
し
た
ち
自
身
の
言
語
で
は
、
ポ
ウ
プ
氏
と
ス
ウ
ィ
フ
ト
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
、
長
い
詩
型
と
短
い
詩
型
の
あ
ら
ゆ
る
韻
文
作
品
に
、
そ
れ
ま
で
用
い
ら

れ
て
い
た
の
と
は
違
う
流
儀
を
持
ち
こ
み
ま
し
た
。
バ
ト
ラ
ー
の
古
め
か
し
い
作
風
は
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
平
明
さ
に
道
を
ゆ
ず
り
ま
し
た
。
ド
ラ
イ
デ
ン

の
と
り
と
め
な
く
気
ま
ま
な
作
風
、
ア
デ
ィ
ス
ン
の
正
確
だ
が
し
ば
し
ば
冗
長
で
平
板
な
け
だ
る
さ
は
、
も
は
や
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
い
ま
で

は
す
べ
て
の
長
い
詩
型
の
作
品
は
、
ポ
ウ
プ
氏
の
き
び
き
び
と
し
て
精
緻
な
流
儀
に
倣
っ
て
書
か
れ
ま
す
（
5
）。

8

慣
習
と
流
行
が
支
配
権
を
ふ
る
う
対
象
は
、
学
芸
の
作
品
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
慣
習
と
流
行
は
、
自
然
物
の
美
し
さ
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
く

だ
す
判
断
に
も
同
様
の
し
か
た
で
影
響
し
ま
す
。

事
物
の
種
類
が
違
え
ば
、
美
し
い
と
思
わ
れ
る
形
体
も
多
様
で
相
反
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
動
物
で
賞
賛
さ
れ
る

均
整
の
と
れ
た
す
が
た
は
、
ほ
か
の
動
物
で
尊
ば
れ
る
す
が
た
と
全
然
違
い
ま
す
。
事
物
は
す
べ
て
の
分
類
ご
と
に
、
是
認
さ
れ
る
固
有
の
独
特
な
形
態

を
も
ち
、
ま
た
、
ほ
か
の
ど
ん
な
種
類
の
美
し
さ
と
も
違
う
固
有
の
美
し
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
識
者
ビ
ュ
フ
ィ
エ
神
父
は
（
6
）、「

あ
ら
ゆ
る
対
象
の
美
し
さ
の
本
質
は
、
そ
の
対
象
が
属
す
る
特
定
の
種
類

の
事
物
で
い
ち
ば
ん
普
通
の
形
体
と
色
彩
で
あ
る
」
と
断
定
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
形
体
で
は
、
各
部
位
の
容
姿
の
美
し
さ
は
、
し
か
る
べ
き

（
2
）A

ristotle,
Poetics,1459

b31
－1460

a4
;
H
orace,

Ars
Poetica,73

－98
.

（
3
）
引
用
箇
所
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
滑
稽
詩‘The

G
rand

Q
uestion

debated.
W
hether

H
am
ilton’s

Baw
n
should

be
turned

into
a
Barrack

or
a
M
alt-H

ouse’

（1729

）
の
第
二
句
﹇Let

m
e
have

your
advice

in
a
w
eighty

affair.

﹈
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
作
品
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
のH

enriade

の
、
十
二
音
節
か
ら
な
る
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
風
の
詩
と
対
照
さ
れ
て
い
る
。
十
音
節
の
英
雄
詩
体
は
無
韻
詩
で
あ
る
。‘English

and
Italian

V
erses’

（in
EPS

）
参
照
。

（
4
）M

arcus
Fabius

Q
uintilian

（b.c.A
D
35

）Institutio
O
ratoria

（A
D
95

）,X
.i.125

－31
.

（
5
）Sam

uelB
utler

（1610
－80

）,H
udibras

（1663

）
で
有
名
。John

D
ryden

（1631
－1700

）.

（
6
）C

laude
B
uffier

（1661
－1737

）,Traité
des
prem

ieres
véritiés

etde
la
source

de
nos
jugem

ents

（1724
;

訳
者
無
記
名
の
英
語
訳
、1780

）,I.13
.
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中
間
点
に
あ
り
、
そ
こ
は
、
ほ
か
の
多
種
多
様
な
醜
い
形
体
の
い
ず
れ
か
ら
も
等
し
く
離
れ
て
い
ま
す
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
美
し
い
鼻
は
、
あ
ま
り
高

く
も
な
く
、
あ
ま
り
低
く
も
な
く
、
あ
ま
り
ま
っ
す
ぐ
で
も
な
く
、
あ
ま
り
鉤
鼻
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
極
端
な
形
体
す
べ
て
の
あ
い

だ
に
あ
る
一
種
の
中
間
点
で
あ
り
、
ど
の
極
端
な
形
と
も
違
い
ま
す
が
、
そ
の
差
は
、
極
端
な
形
同
士
の
差
ほ
ど
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
中
間
的
形

体
こ
そ
、
自
然
が
す
べ
て
の
鼻
の
な
か
で
目
標
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
も
と
よ
り
自
然
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
し
か
た
で
、
こ
の
中
間

的
形
体
か
ら
逸
脱
し
、
正
鵠
を
射
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
逸
脱
は
ど
れ
も
、
そ
の
中
間
的
形
体
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
ま

す
。手

本
を
何
枚
も
模
写
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
手
本
を
ど
こ
か
捉
え
そ
こ
ね
て
い
る
と
し
て
も
、
模
写
同
士
が
互
い
に
似
て
い
る
以
上
に
、
手

本
と
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
手
本
の
一
般
的
特
徴
は
、
す
べ
て
の
模
写
に
脈
打
ち
、
そ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
突
飛
で
風
変
わ
り
な
模
写
は
、
一
般

的
特
徴
か
ら
途
方
も
な
く
か
け
離
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
特
徴
を
正
確
に
写
し
と
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
し
て
も
、
い
ち
ば
ん
正
確

な
描
写
と
い
ち
ば
ん
ず
さ
ん
な
描
写
は
、
ず
さ
ん
な
描
写
同
士
が
互
い
に
似
て
い
る
以
上
に
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。

各
種
の
被
造
物
に
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
、
い
ち
ば
ん
美
し
い
も
の
は
、
そ
の
種
類
な
ら
で
は
の
一
般
的
な
骨
格
の
い
ち
ば
ん
強
い
特
徴
を
帯
び
、
そ

こ
に
分
類
さ
れ
る
大
多
数
の
個
体
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
ま
す
。
反
対
に
、
怪
物
、
つ
ま
り
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
醜
い
個
体
は
、
つ
ね
に
き
わ
め
て
突

飛
で
風
変
わ
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
属
す
る
種
類
の
大
多
数
の
個
体
と
ほ
と
ん
ど
似
て
い
ま
せ
ん
。

さ
て
、
以
上
が
、
事
物
の
種
類
ご
と
に
見
ら
れ
る
固
有
の
美
し
さ
で
す
が
、
あ
る
意
味
で
こ
れ
ほ
ど
稀
少
な
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と

ん
ど
の
個
体
は
、
こ
の
中
間
的
形
体
を
正
確
に
射
止
め
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
別
な
意
味
で
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
中
間
的
形
体
を
逸
脱
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
お
互
い
同
士
が
似
て
い
る
以
上
に
、
そ
の
中
間
的
形
体
と
似
て
い
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
神
父
に
よ
れ
ば
、
各
種
事
物
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
見
慣
れ
た
形
体
こ
そ
、
い
ち
ば
ん
美
し
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、

各
種
対
象
に
つ
い
て
思
索
す
る
実
践
と
経
験
を
し
か
る
べ
く
積
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
美
し
さ
を
判
断
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
中
間
的
で
き
わ
め
て
普
通
な

形
体
の
本
質
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ヒ
ト
と
い
う
生
物
種
の
美
し
さ
に
つ
い
て
ど
ん
な
に
み
ご
と
な
洞
察
力
が
あ
っ
て
も
、
花
や
馬
な
ど
他
の
生
物
種
の
美
し
さ
を
判
断
す
る
助
け
に
は
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
種
が
違
え
ば
美
し
さ
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
風
土
が
違
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
慣
習
や
生
活
様
式
が
成
立
す
る
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場
合
は
、
同
じ
種
で
あ
る
個
体
の
大
半
が
、
環
境
の
違
い
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
授
か
り
、
し
か
ら
ば
、
形
態
の
美
し
さ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
念

が
広
ま
り
ま
す
。
ム
ー
ア
の
馬
の
美
し
さ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
馬
の
美
し
さ
と
正
確
に
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
が
違
え
ば
、
ヒ
ト
の
姿
か
た
ち
や
顔
立
ち
の
美
し
さ
に
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
観
念
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

ギ
ニ
ア
湾
岸
で
は
、
白
い
肌
は
、
胸
が
わ
る
く
な
る
ほ
ど
醜
い
も
の
で
あ
り
、
分
厚
い
く
ち
び
る
と
平
ら
な
鼻
は
、
美
の
一
例
で
す
。
い
く
つ
か
の
民
族

で
は
、
肩
ま
で
垂
れ
さ
が
る
長
い
耳
は
、
あ
ま
ね
く
賞
賛
さ
れ
る
対
象
で
す
。
中
国
で
は
、
婦
人
が
歩
行
に
適
す
る
ほ
ど
大
き
な
足
な
ら
、
醜
い
怪
物
と

み
な
さ
れ
ま
す
。
北
ア
メ
リ
カ
に
い
る
野
人
の
い
く
つ
か
の
民
族
で
は
、
子
ど
も
の
頭
に
四
枚
の
板
を
巻
い
て
縛
り
、
骨
が
や
わ
ら
か
く
て
し
な
や
か
な

う
ち
に
こ
ん
な
ふ
う
に
頭
を
締
め
つ
け
て
ほ
と
ん
ど
真
四
角
に
し
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
こ
の
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
野
蛮
な
風
習
に
仰
天
し
ま
す
。
こ
の
風
習
の
盛
ん
な
民
族
が
き
わ
だ
っ
て
愚
か
な
の
は
そ
の
せ
い
だ
と

決
め
つ
け
た
宣
教
師
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
そ
ん
な
野
人
を
そ
し
る
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
婦
人
た
ち
が
ほ
ん
の
つ
い
数
年
前
ま
で
ほ
と
ん
ど

一
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
自
然
の
美
し
い
ふ
く
よ
か
な
体
つ
き
を
ほ
と
ん
ど
真
四
角
に
変
形
し
よ
う
と
締
め
つ
け
る
努
力
を
し
て
き
た
こ
と
に
想
到
し
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
こ
の
風
習
が
多
く
の
捻
転
と
疾
病
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
の
に
、
お
そ
ら
く
世
界
史
上
も
っ
と
も
文
明
化
さ
れ
た

い
く
つ
か
の
国
民
に
さ
え
も
、
こ
の
風
習
が
慣
習
に
よ
り
心
地
よ
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
没
却
し
ま
す
。

9

以
上
が
、
美
の
本
質
に
つ
い
て
、
こ
の
学
識
と
天
分
を
そ
な
え
る
神
父
が
示
し
た
学
問
体
系
で
す
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
彼
は
、
美
の
魅
力
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。「
慣
習
は
、
特
定
の
各
種
事
物
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
な
ら
で
は
の
習
慣
を
こ
れ
ま
で
想
像
力
に

刻
印
し
て
お
り
、
美
の
魅
力
は
す
べ
て
、
個
体
が
こ
の
習
慣
に
適
合
す
る
こ
と
か
ら
湧
き
あ
が
る
」。

し
か
し
、
外
面
的
な
美
し
さ
の
感
覚
で
さ
え
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
が
慣
習
ば
か
り
で
あ
る
と
は
、
わ
た
し
は
信
じ
る
気
に
な
れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
形

体
で
も
、
そ
れ
が
役
立
つ
こ
と
、
つ
ま
り
、
形
体
が
所
期
の
有
益
な
目
的
に
適
合
す
る
こ
と
は
、
慣
習
か
ら
独
立
し
て
そ
の
形
体
を
勧
告
し
、
心
地
よ
く

す
る
明
白
な
根
拠
で
す
。

し
か
る
べ
き
色
彩
は
、
ほ
か
の
色
よ
り
心
地
よ
く
、
初
め
て
目
に
す
る
と
き
で
も
ひ
と
き
わ
甘
美
な
感
じ
が
し
ま
す
。
な
め
ら
か
な
面
は
ざ
ら
ざ
ら
し

た
面
よ
り
も
心
地
よ
い
も
の
で
す
。
多
様
性
は
、
冗
長
で
単
調
な
均
一
性
よ
り
も
人
を
楽
し
ま
せ
ま
す
。
つ
な
が
り
合
う
多
様
性
（Connected

variety

）
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―
―
新
た
に
生
ず
る
各
現
象
が
、
そ
れ
に
先
行
す
る
現
象
に
よ
っ
て
呼
び
こ
ま
れ
、
そ
の
接
合
部
分
が
、
す
べ
て
お
互
い
に
自
然
な
関
係
を
も
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
多
様
性
―
―
は
、
バ
ラ
バ
ラ
の
対
象
が
脈
絡
も
な
く
雑
然
と
集
ま
る
状
態
よ
り
も
心
地
よ
い
も
の
で
す
。

し
か
し
で
す
。
わ
た
し
は
、
慣
習
を
美
し
さ
の
唯
一
の
原
理
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
独
創
的
な
学
問
体
系
の
真
理
を
一
定
限
度
で
な

ら
認
め
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
は
な
は
だ
し
く
慣
習
に
反
し
、
お
よ
そ
特
定
種
類
の
事
物
に
見
慣
れ
て
き
た
も
の
と
似
て
い
な
い
外
形
は
、

人
を
満
足
さ
せ
る
ほ
ど
美
し
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
慣
習
に
よ
り
旧
態
依
然
と
し
て
支
持
さ
れ
、
そ
の
種
類
の
ど
ん
な
個
体
に
も
見
慣
れ
て
い
る
外
形

は
、
人
を
不
快
に
す
る
ほ
ど
醜
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
ま
で
な
ら
ば
認
め
て
も
よ
ろ
し
い
。

第
二
章

慣
習
と
流
行
が
、
道
徳
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

1

ど
ん
な
種
類
の
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感
情
も
、
慣
習
と
流
行
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
強
く
影
響
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
ふ
る
ま
い
の
美
し
さ
に
か
か
わ

る
感
情
が
、
こ
れ
ら
の
原
理
の
支
配
を
す
っ
か
り
免
れ
る
と
い
う
予
想
は
立
て
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ふ
る
ま
い
の
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感
情
の
場
合
、

ほ
か
の
ど
ん
な
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感
情
よ
り
も
、
慣
習
と
流
行
の
影
響
は
ず
っ
と
弱
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
外
界
の
対
象
の
形
体
は
、
ど
ん
な
に
わ
け
が
わ
か
ら
ず
奇
想
天
外
で
も
、
か
な
ら
ず
慣
習
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
心
に
融
け
こ
み
、
流

行
に
よ
っ
て
心
地
よ
く
さ
え
な
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
ネ
ロ
や
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
ご
と
き
人
物
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
は
、
慣
習
に
よ
っ
て
わ
た
し

た
ち
の
心
に
融
け
こ
む
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
流
行
に
よ
っ
て
心
地
よ
く
な
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
す
ま
い
。
い
つ
だ
っ
て
ネ
ロ
の
よ
う
な

人
物
は
、
お
ぞ
ま
し
く
憎
ら
し
い
対
象
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
な
人
物
は
、
ば
か
に
さ
れ
嘲
笑
さ
れ
る
対
象
で
す
。

美
し
さ
の
感
覚
は
、
想
像
を
つ
か
さ
ど
る
諸
原
理
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
た
い
へ
ん
精
妙
で
繊
細
な
性
質
な
の
で
、
習
慣
と

教
育
に
よ
っ
て
た
や
す
く
変
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、
道
徳
的
是
認
と
道
徳
的
否
認
の
感
情
の
場
合
、
そ
の
根
底
に
は
、
人
間
の
自
然
本
性
に
や
ど
る
き
わ

め
て
力
強
く
断
固
と
し
た
諸
情
念
が
あ
る
の
で
、
そ
の
道
徳
感
情
は
、
幾
分
ね
じ
ま
げ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
す
っ
か
り
ゆ
が
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ま

せ
ん
。
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2

し
か
し
で
す
。
慣
習
と
流
行
が
道
徳
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
所
詮
さ
ほ
ど
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
道
徳
感
情
以
外
の
あ
ら
ゆ

る
対
象
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
と
瓜
ふ
た
つ
で
す
。

慣
習
と
流
行
は
、
正
邪
の
自
然
的
原
理
と
波
長
が
あ
え
ば
、
感
情
の
繊
細
さ
を
研
ぎ
す
ま
し
、
悪
に
近
づ
く
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
い
ま
い
ま
し
い

感
じ
を
増
幅
さ
せ
ま
す
。
俗
に
言
う
い
い
仲
間
で
は
な
く
、
真
に
い
い
仲
間
に
囲
ま
れ
て
教
育
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
自
分
が
敬
愛
し
共
に
暮
ら
す
個
人
の

な
か
に
見
慣
れ
て
い
た
の
は
、
正
義
・
慎
み
・
情
け
深
さ
・
行
儀
の
よ
さ
だ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の
美
徳
が
規
定
す
る
準
則
に
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る

ど
ん
な
こ
と
に
も
ひ
と
き
わ
心
を
痛
め
ま
す
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
暴
力
・
放
ら
つ
・
虚
言
・
不
正
義
の
た
だ
な
か
で
成
長
す
る
非
運
に
あ
っ
た
人
た
ち
は
、
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
が
不
適
切
だ
と
い
う

感
覚
を
す
っ
か
り
な
く
す
こ
と
は
な
く
て
も
、
そ
れ
が
お
ぞ
ま
し
く
凶
悪
だ
と
い
う
感
覚
、
ま
た
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
置
き
や
処
罰
に
つ
い
て
の
感

覚
を
す
っ
か
り
失
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
に
馴
染
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
慣
習
の
せ
い
で
身
に
つ
い
て
し
ま
い
、
や
や
も
す

る
と
そ
ん
な
ふ
る
ま
い
を
い
わ
ゆ
る
処
世
術
―
―
み
ず
か
ら
の
実
直
さ
が
あ
だ
と
な
っ
て
馬
鹿
を
み
な
い
よ
う
に
、
訓
練
し
て
お
い
て
よ
い
、
あ
る
い
は
、

訓
練
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
―
―
と
み
な
す
き
ら
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。

3

流
行
も
ま
た
、
し
か
る
べ
き
軽
さ
の
不
躾
に
は
良
い
評
判
を
与
え
、
逆
に
、
尊
敬
に
値
す
る
資
質
に
は
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
下
で
、
少
々
の
放
ら
つ
は
、
教
養
教
育
の
典
型
的
な
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
往
時
の
と
ら
え
方
で
は
、

高
潔
無
私
、
誠
実
、
豪
胆
、
忠
誠
と
結
び
つ
き
、「
こ
ん
な
ふ
う
に
行
動
す
る
人
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ
る
が
、
ピ
ュ
リ
タ
ン
で
な
い
」
と
い
う
こ

と
を
し
め
す
証
拠
で
し
た
。
他
方
、
厳
格
な
作
法
と
紀
律
正
し
い
ふ
る
ま
い
は
、
す
っ
か
り
流
行
お
く
れ
に
な
っ
て
、
当
時
の
想
像
で
は
、
え
せ
信
心
、

狡
知
、
偽
善
、
田
舎
気
質
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。

う
わ
べ
し
か
見
な
い
心
に
と
っ
て
、
上
流
身
分
の
悪
徳
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
心
地
よ
く
思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
心
に
あ
っ
て
、
上
流
身
分
の
悪
徳
は
、

彼
ら
な
ら
で
は
の
華
々
し
い
運
勢
と
結
び
つ
く
ば
か
り
か
、
そ
ん
な
心
が
上
席
者
の
属
性
と
み
な
す
卓
越
し
た
多
く
の
美
徳
―
―
自
由
と
独
立
の
気
概
、

ま
た
、
お
お
ら
か
さ
、
高
潔
無
私
、
情
け
深
さ
、
優
雅
な
ふ
る
ま
い
―
―
と
も
結
び
つ
き
ま
す
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
低
い
地
位
の
人
び
と
の
美
徳
―
―
倹
約
質
素
、
刻
苦
勉
励
、
準
則
の
墨
守
―
―
は
、
う
わ
べ
し
か
見
な
い
心
に
と
っ
て
、
卑
し
く
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心
地
わ
る
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
心
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
美
徳
は
、
そ
れ
ら
が
ふ
つ
う
属
す
る
身
分
の
俗
っ
ぽ
さ
と
結
び
つ
く
ば
か
り
か
、
そ
ん

な
心
が
こ
れ
ら
の
資
質
に
ふ
つ
う
付
き
も
の
だ
と
思
い
こ
む
多
く
の
ひ
ど
い
悪
徳
―
―
た
と
え
ば
、
賤
丈
夫
、
臆
病
者
、
ひ
ね
く
れ
者
、
う
そ
つ
き
、
こ

そ
泥
の
心
理
的
習
性
―
―
と
も
結
び
つ
き
ま
す
。

4

人
び
と
の
職
業
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
違
え
ば
、
彼
ら
の
精
通
す
る
対
象
も
ず
い
ぶ
ん
違
い
、
そ
ん
な
対
象
に
よ
っ
て
習
慣
と
し
て
身
に
つ
く
情
念
も
ず

い
ぶ
ん
違
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
対
象
が
人
び
と
の
な
か
に
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
人
柄
と
気
風
を
形
づ
く
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
す
。
わ

た
し
た
ち
は
、
各
種
の
身
分
と
職
業
に
属
す
る
気
風
の
何
た
る
か
を
経
験
か
ら
教
わ
り
、
そ
れ
が
少
し
は
そ
こ
に
あ
る
の
を
期
待
し
ま
す
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
各
種
の
事
物
に
あ
っ
て
そ
の
種
類
の
中
間
的
な
形
態
に
ひ
と
し
お
の
満
足
感
を
お
ぼ
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
組

成
と
い
い
特
色
と
い
い
、
自
然
が
当
該
種
類
の
事
物
の
た
め
に
打
ち
立
て
た
と
思
わ
れ
る
一
般
的
基
準
に
寸
分
た
が
わ
ず
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
し

か
ら
ば
、
各
種
の
身
分
―
―
妙
な
言
い
か
た
で
す
が
、
各
種
の
人
間
―
―
に
あ
っ
て
人
柄
が
、
人
び
と
に
固
有
の
生
活
条
件
と
境
遇
に
通
常
伴
う
水
準
よ

り
強
す
ぎ
る
こ
と
も
弱
す
ぎ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
満
足
感
は
ひ
と
し
お
で
す
。「
人
は
そ
の
商
売
、
職
業
の
風
情
を
も
つ
べ
し
」
と
い

う
言
い
か
た
を
わ
た
し
た
ち
は
し
ま
す
が
、
ど
ん
な
職
業
で
も
専
門
家
ぶ
る
こ
と
は
見
苦
し
い
も
の
で
す
。

同
様
の
理
由
か
ら
、
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
は
、
違
っ
た
気
風
を
割
り
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
老
年
期
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
謹
厳
で
物
静
か
な
感

じ
で
す
。
こ
の
時
期
に
心
身
が
お
と
ろ
え
、
人
生
を
長
く
経
験
し
、
感
受
性
が
鈍
麻
す
る
せ
い
で
、
そ
ん
な
気
風
が
自
然
に
な
る
と
と
も
に
、
仰
ぎ
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
青
年
期
に
み
ら
れ
る
と
期
待
さ
れ
る
の
は
、
す
る
ど
い
感
受
性
、
陽
気
さ
、
は
つ
ら
つ
と
し
た
躍
動
感
で
す
。

お
よ
そ
人
の
興
味
を
ひ
く
対
象
は
、
人
生
早
期
の
う
い
う
い
し
く
何
も
仕
込
ま
れ
て
い
な
い
感
覚
器
官
に
あ
ざ
や
か
な
印
象
を
刻
み
や
す
く
、
経
験
上
、

そ
こ
か
ら
青
年
期
の
気
風
が
う
ま
れ
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
各
年
代
に
い
る
人
が
、
そ
こ
に
属
す
る
特
性
を
過
剰
に
も
つ
こ
と
は
容
易
に
起
こ
り
ま
す
。
青
年
期
の
色
め
き
た
っ
た
浮

薄
と
老
年
期
の
凝
り
固
ま
っ
た
無
神
経
は
、
ひ
と
し
く
見
苦
し
い
も
の
で
す
。
俗
諺
に
よ
れ
ば
、
青
年
の
態
度
に
ど
こ
と
な
く
老
人
の
気
風
が
あ
る
と
き
、

あ
る
い
は
、
老
人
に
ど
こ
と
な
く
青
年
の
陽
気
さ
が
残
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
は
き
わ
め
て
心
地
よ
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
青
年
が
老
人
の
気

風
を
、
あ
る
い
は
、
老
人
が
青
年
の
気
風
を
、
過
剰
に
も
つ
こ
と
は
容
易
に
起
こ
り
ま
す
。
極
度
の
冷
淡
、
退
屈
な
紋
切
型
は
、
老
年
期
に
は
容
赦
さ
れ
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ま
す
が
、
青
年
期
に
あ
れ
ば
、
か
ら
か
わ
れ
ま
す
。
浮
薄
、
そ
そ
っ
か
し
さ
、
見
栄
は
、
青
年
期
に
は
大
目
に
み
ら
れ
ま
す
が
、
老
年
期
に
あ
れ
ば
、
軽

蔑
さ
れ
ま
す
。

5

わ
た
し
た
ち
は
慣
習
に
誘
導
さ
れ
て
、
身
分
や
職
業
ご
と
に
独
自
の
人
柄
と
気
風
を
専
用
に
あ
て
が
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
人
柄
と
気
風
は
、
お
そ
ら

く
、
慣
習
か
ら
独
立
し
た
適
切
さ
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
て
も
、
そ
の
心
を
自
然
に
動

か
す
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
す
べ
て
考
慮
す
れ
ば
、
人
柄
と
気
風
は
、
そ
れ
自
体
で
是
認
さ
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
。

個
人
の
態
度
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
、
彼
の
態
度
が
そ
の
境
遇
に
ま
つ
わ
る
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
事
情
に
似
つ
か
わ
し
い
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
の
こ
と
を
親
し
く
心
に
描
く
と
き
、
自
然
に
彼
の
注
意
を
喚
起
す
る
だ
ろ
う
と
感
じ
ら
れ
る
す
べ
て
の

事
情
に
似
つ
か
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
の
心
が
、
そ
ん
な
事
情
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
に
専
念
す
る
あ
ま
り
、
ほ
か
の
事
情
を
す
っ
か
り
見
過
ご
し
て

い
る
と
映
る
場
合
、
彼
の
ふ
る
ま
い
は
、
そ
の
境
遇
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
事
情
と
は
適
切
に
か
み
合
っ
て
お
ら
ず
、
完
全
に
は
歩
調
を
合
わ
せ
ら
れ
な

い
も
の
と
し
て
否
認
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
人
が
情
動
を
表
す
と
き
に
、
主
た
る
関
心
事
を
案
じ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
は
注
意
し

な
く
て
も
よ
い
場
合
、
そ
の
情
動
は
、
わ
た
し
た
ち
の
全
面
的
な
共
感
な
ら
び
に
是
認
の
水
準
を
超
過
し
ま
せ
ん
。
一
人
息
子
を
な
く
し
た
親
が
、
悲
痛

と
心
や
さ
し
さ
を
少
し
く
ら
い
私
生
活
で
露
わ
に
し
て
も
、
非
難
は
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
軍
の
先
頭
に
た
つ
司
令
官
が
、
勝
利
し
て
公
共
の

安
全
を
図
る
べ
く
実
に
大
き
な
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
に
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
許
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

人
び
と
の
職
種
が
違
え
ば
、
ふ
だ
ん
折
に
ふ
れ
て
興
味
関
心
を
占
め
る
対
象
も
違
う
は
ず
で
あ
り
、
し
か
ら
ば
、
習
慣
と
し
て
自
然
に
身
に
つ
い
て
く

る
情
念
も
違
う
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
と
く
に
こ
の
点
に
着
目
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
び
と
の
境
遇
を
親
し
く
思
い
描
く
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
つ

ぎ
の
事
実
に
気
づ
く
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
身
に
起
こ
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
心
を
動
か
す
か
は
、
そ
れ
が
搔
き
た
て
る
情
動
と
、

職
業
柄
、
心
に
定
着
し
た
習
慣
や
気
性
と
の
波
長
が
合
う
か
合
わ
な
い
か
に
応
じ
て
、
自
然
に
強
く
も
な
れ
ば
弱
く
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
生
の
陽
気
な
楽
し
み
や
娯
楽
に
対
し
て
聖
職
者
に
期
待
さ
れ
る
感
受
能
力
は
、
将
官
に
期
待
さ
れ
る
そ
れ
と
同
じ
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
世
間
の
人

び
と
を
待
ち
受
け
る
畏
怖
す
べ
き
来
世
を
忘
却
せ
ぬ
よ
う
彼
ら
に
促
す
こ
と
が
独
自
の
仕
事
で
あ
る
人
は
、
お
よ
そ
義
務
の
準
則
を
逸
脱
す
れ
ば
必
ず
至

る
結
末
を
通
告
す
る
の
に
適
任
で
あ
り
、
ま
た
、
自
身
が
き
わ
め
て
厳
密
に
そ
の
準
則
を
遵
奉
す
る
模
範
と
な
る
の
に
適
任
で
あ
っ
て
、
こ
ん
な
人
こ
そ
、
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軽
々
し
く
も
よ
そ
よ
そ
し
く
も
告
知
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
の
使
者
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
の
心
は
、
あ
ま
り
に
も
壮
大
で
厳
粛
な
こ
と
に
絶
え
ず
専
念

し
て
、
放
蕩
者
や
道
楽
者
を
夢
中
に
さ
せ
る
軽
薄
な
対
象
が
印
象
を
刻
む
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
慣
習
か
ら
独
立
し
て
、
即
座
に
、「
慣
習
が
こ
の
職
業
に
割
り
あ
て
た
気
風
に
は
適
切
さ
が
あ
る
」
と
感
じ
、
ま
た
、

「
聖
職
者
の
態
度
に
習
慣
と
し
て
期
待
さ
れ
る
人
柄
は
、
謹
厳
・
禁
欲
・
浮
世
離
れ
し
た
厳
格
さ
が
も
っ
と
も
似
つ
か
わ
し
い
」
と
感
じ
ま
す
。
以
上
の

省
察
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
気
の
回
ら
な
い
人
で
も
、
こ
ん
な
こ
と
を
少
し
は
考
え
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
身
分
団
体
に
ふ
だ
ん
見
ら
れ

る
人
柄
を
自
分
が
是
認
す
る
理
由
に
つ
い
て
こ
ん
な
ふ
う
に
自
問
自
答
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

6

聖
職
者
以
外
で
、
そ
の
職
な
ら
で
は
の
見
慣
れ
た
人
柄
が
形
成
さ
れ
る
理
由
は
、
さ
ほ
ど
明
瞭
で
な
く
、
そ
の
た
め
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
人
柄
を

是
認
す
る
理
由
は
、
も
っ
ぱ
ら
習
慣
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
省
察
に
よ
っ
て
は
補
強
さ
れ
る
こ
と
も
、
あ
ざ
や
か
に
よ
み
が
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
慣
習
に
誘
導
さ
れ
て
軍
人
に
結
び
つ
け
る
人
柄
は
、
陽
気
、
軽
薄
、
は
つ
ら
つ
と
し
た
の
び
や
か
さ
、
そ
し
て
、
多
少
の

放
蕩
好
き
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
ん
な
心
意
気
や
気
性
が
軍
人
の
境
遇
に
い
ち
ば
ん
ふ
さ
わ
し
い
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
も
の
す
ご
く
き
ま
じ
め

で
思
慮
深
い
性
向
こ
そ
、
軍
人
に
い
ち
ば
ん
似
つ
か
わ
し
い
と
わ
た
し
た
ち
は
断
定
し
が
ち
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
絶
え
ず
生
命
を
異
常
な
危
険

に
さ
ら
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
死
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
結
果
に
つ
い
て
ほ
か
の
人
よ
り
も
絶
え
ず
思
い
つ
め
て
い
る
人
た
ち
な
の
で
す
か
ら
。

し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
事
情
は
、
そ
ん
な
断
定
と
は
逆
の
性
向
が
軍
人
に
大
い
に
広
ま
る
理
由
と
い
っ
て
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
身

じ
ろ
ぎ
せ
ず
集
注
し
て
死
の
恐
怖
を
窺
う
と
き
、
そ
れ
を
克
服
す
る
に
は
と
て
も
大
き
な
努
力
が
必
要
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
絶
え
間
な
く
さ
ら
さ
れ
る
人

び
と
の
判
断
と
し
て
は
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
考
え
を
す
っ
か
り
そ
ら
せ
た
り
、
気
兼
ね
の
な
い
く
つ
ろ
ぎ
や
些
事
に
か
か
り
き
り
に
な
っ
た
り
、
こ
の
目

的
の
た
め
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
娯
楽
や
放
蕩
に
身
を
ま
か
せ
た
り
す
る
ほ
う
が
気
楽
な
の
で
す
。

戦
陣
は
、
思
慮
深
い
人
や
物
思
い
に
し
ず
む
人
を
つ
く
る
要
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
そ
ん
な
性
格
の
人
は
、
し
ば
し
ば
並
々
な
ら
ぬ
決
意

を
固
め
、
大
い
に
努
力
し
て
ど
ん
な
に
避
け
が
た
い
死
に
向
か
っ
て
も
ゆ
る
ぎ
な
い
決
心
で
邁
進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
さ
ほ
ど
緊
迫
し
て

は
い
な
い
が
途
切
れ
る
こ
と
も
な
い
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
少
し
は
そ
ん
な
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
れ
ば
、
心
は
消
耗

し
、
落
ち
こ
ん
で
、
ど
ん
な
幸
福
や
享
楽
も
味
わ
え
な
く
な
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
陽
気
で
の
ん
き
な
人
の
ほ
う
が
、
ま
っ
た
く
努
力
を
し
な
い
で
す
ま
せ

九
〇

香川法学37巻3・4号（2018）

95（313）



ら
れ
、「
前
途
を
案
じ
る
こ
と
は
き
っ
ぱ
り
や
め
、
打
ち
つ
づ
く
楽
し
み
と
娯
楽
に
興
じ
、
自
分
の
境
遇
に
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
は
い
っ
さ
い
忘
れ
よ
う
」

と
、
さ
っ
さ
と
決
心
し
ま
す
か
ら
、
気
楽
に
そ
ん
な
状
況
に
耐
え
る
わ
け
で
す
。
将
官
が
、
特
殊
な
事
情
の
せ
い
で
、
異
常
な
危
険
に
陥
る
覚
悟
を
し
な

く
て
す
む
と
き
、
陽
気
に
放
蕩
す
る
傍
若
無
人
ぶ
り
は
、
い
つ
で
も
そ
の
人
柄
か
ら
な
く
な
る
傾
向
が
強
く
あ
り
ま
す
。

通
例
、
都
市
衛
兵
の
隊
長
は
、
ほ
か
の
同
類
市
民
と
同
じ
く
、
聡
明
で
、
慎
み
深
く
、
切
り
詰
め
て
生
き
る
人
で
す
。
平
和
が
長
く
つ
づ
く
と
、
さ
き

と
同
じ
理
由
で
、
文
民
と
軍
人
の
人
柄
の
違
い
は
、
や
や
も
す
る
と
小
さ
く
な
る
傾
向
が
強
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
軍
人
の
標
準
的
な
境
遇
の
せ
い
で
、

陽
気
で
少
し
は
放
蕩
好
き
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
ら
に
あ
た
り
ま
え
の
人
柄
と
し
て
定
着
し
、
さ
ら
に
、
慣
習
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
想
像
で
は
、
こ

の
人
柄
と
こ
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
特
殊
な
体
質
や
境
遇
の
せ
い
で
、
そ
ん
な
人
柄
を
身
に
つ
け
ら
れ
な
い
人
が

い
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
見
く
だ
す
き
ら
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
都
市
衛
兵
の
謹
厳
で
慎
み
深
い
顔
を
み
て
か
ら
か
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
、
彼
ら
の
表
情
が
軍
人
の
顔
と
あ
ま
り
似
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
彼
ら
は
、
身
に
つ
い
た
紀
律
正
し
い
気
風
を
自
分
で
も
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
生
業
な
ら
で
は
の
流
行
に
お
く
れ
ま
い
と
、
性
懲
り
も
な
く
軽
薄
さ
を
装
い
ま
す
が
、
そ
れ
は﹇
平
和
に
暮
ら
す
﹈

彼
ら
に
と
っ
て
け
っ
し
て
自
然
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

見
慣
れ
て
し
ま
え
ば
、
尊
敬
す
べ
き
身
分
団
体
の
人
た
ち
の
ど
ん
な
所
作
も
、
想
像
の
な
か
で
そ
の
団
体
と
し
っ
か
り
連
結
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
わ

た
し
た
ち
は
そ
の
一
方
を
目
に
す
る
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
も
う
一
方
を
目
に
す
る
は
ず
だ
と
期
待
し
、
当
て
が
外
れ
る
と
、
見
つ
け
ら
れ
る
と
期
待

し
た
も
の
が
不
在
で
あ
る
の
を
残
念
に
思
い
ま
す
。
あ
る
人
柄
の
持
ち
ぬ
し
が
、
わ
た
し
た
ち
な
ら
分
類
し
そ
う
に
も
な
か
っ
た
職
種
に
属
し
て
い
る
そ

ぶ
り
を
堂
々
と
し
て
み
せ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
と
ま
ど
い
、
こ
と
ば
に
詰
ま
り
、
ど
う
呼
び
か
け
れ
ば
よ
い
や
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
。

7

時
代
や
国
が
違
え
ば
、
そ
の
境
遇
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
職
業
の
場
合
と
同
様
、
そ
こ
に
暮
ら
す
大
方
の
人
び
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
柄
を
授
け
ま

す
。
そ
し
て
、
非
難
に
値
す
る
資
質
に
し
ろ
、
讃
辞
に
値
す
る
資
質
に
し
ろ
、
そ
の
具
体
的
な
水
準
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
感
情
は
、
彼
ら
自
身
が
生
き

る
国
や
時
代
に
ふ
だ
ん
見
ら
れ
る
水
準
に
応
じ
て
違
っ
て
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
ロ
シ
ア
で
高
く
評
価
さ
れ
る
優
雅
な
ふ
る
ま
い
は
、
女
々
し
い
お
追
従
と

考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
で
は
、
無
骨
で
野
蛮
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
貴
族
に
し
て
み

れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
け
ち
臭
い
行
儀
と
質
素
も
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
市
民
に
し
て
み
れ
ば
、
野
方
図
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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ど
ん
な
時
代
に
も
国
に
も
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
び
と
の
あ
い
だ
に
は
敬
愛
さ
れ
る
人
た
ち
が
お
り
、
そ
ん
な
人
た
ち
に
ふ
だ
ん
見
出
さ
れ
る
べ
き
各
資

質
の
水
準
こ
そ
、
当
該
の
才
覚
や
美
徳
の
黄
金
比
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
す
。
要
す
る
に
、
そ
ん
な
人
た
ち
を
と
り
ま
く
事
情
の
違
い
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
資
質
が
習
慣
に
な
る
度
合
い
に
強
弱
が
生
じ
、
こ
れ
に
応
じ
て
先
の
黄
金
比
も
違
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
人
柄
と
態
度
に
そ
な
わ
る
べ
き
正
確

な
適
切
さ
に
つ
い
て
人
び
と
が
い
だ
く
感
情
も
違
っ
て
く
る
の
で
す
。

8

文
明
化
さ
れ
た
国
民
に
培
わ
れ
る
の
は
、
克
己
心
に
基
づ
く
美
徳
、
自
己
の
諸
情
念
を
制
御
す
る
力
で
あ
る
よ
り
も
、
情
け
深
さ
に
基
づ
く
美
徳
で

す
。
無
骨
で
未
開
の
国
民
に
は
、
か
な
り
違
う
事
情
が
あ
り
、
情
け
深
さ
の
美
徳
よ
り
も
、
克
己
の
美
徳
の
ほ
う
が
培
わ
れ
ま
す
。
礼
儀
正
し
く
み
や
び

や
か
な
時
代
に
ゆ
き
わ
た
る
安
全
と
幸
福
は
、
危
険
を
見
く
だ
し
て
辛
抱
づ
よ
く
労
働
・
飢
え
・
痛
み
に
耐
え
る
訓
練
の
足
し
に
は
ほ
と
ん
ど
な
り
ま
せ

ん
。
貧
困
は
た
や
す
く
避
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
見
く
だ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
美
徳
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
楽
し
み
を
ひ
か
え
る
こ
と
は
さ
ほ
ど

必
要
で
な
く
な
り
、
心
は
も
っ
と
自
由
に
羽
を
の
ば
し
、
苦
し
い
と
き
で
も
楽
し
い
と
き
で
も
自
然
に
湧
く
志
向
に
も
っ
と
自
由
に
ひ
た
り
ま
す
。

9

野
人
や
未
開
人
に
は
、
か
な
り
違
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
野
人
は
だ
れ
も
が
一
種
の
ス
パ
ル
タ
式
鍛
錬
を
受
け
、
ま
た
、
そ
の
境
遇
か
ら
い
や
お
う

な
し
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
試
練
に
慣
れ
て
平
気
に
な
り
ま
す
。
野
人
は
絶
え
ず
危
険
な
状
況
に
あ
り
、
た
と
え
ば
、
飢
餓
の
極
限
状
態
に
し
ば
し
ば
さ

ら
さ
れ
、
食
糧
不
足
だ
け
が
原
因
で
落
命
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
野
人
は
そ
ん
な
環
境
に
い
る
せ
い
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
辛
酸
に
慣
れ
る
ば
か

り
か
、
そ
ん
な
辛
酸
が
搔
き
た
て
が
ち
な
ど
ん
な
情
念
に
も
屈
す
る
な
か
れ
と
教
わ
り
ま
す
。

野
人
は
、
そ
ん
な
場
合
の
ひ
弱
さ
に
対
し
て
同
国
人
か
ら
共
感
さ
れ
た
り
大
目
に
み
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ま

ず
自
分
自
身
が
多
少
と
も
心
安
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
他
人
を
案
じ
て
深
く
感
じ
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
み
ず
か
ら
の
不
幸
に
よ
っ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
暮

ら
し
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
な
ら
、
隣
人
の
不
幸
を
気
づ
か
う
余
裕
は
な
い
で
し
ょ
う
。
野
人
は
み
ん
な
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
は
、
自
分
に
欠
乏
し
必

要
な
品
々
に
専
念
す
る
あ
ま
り
、
他
人
の
ぶ
ん
ま
で
気
づ
か
う
こ
と
が
さ
ほ
ど
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
野
人
は
、
自
分
の
味
わ
う
辛
酸
が
ど
ん
な
性

格
の
も
の
で
も
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
か
ら
共
感
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
う
か
つ
に
弱
音
を
吐
い
て
心
の
う
ち
を
露
呈
す
る
こ

と
を
潔
し
と
し
ま
せ
ん
。

九
二

香川法学37巻3・4号（2018）

93（311）



野
人
の
情
念
は
、
ど
ん
な
に
猛
々
し
く
荒
れ
狂
う
と
も
、
表
情
の
静
け
さ
、
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
落
ち
つ
き
を
搔
き
乱
す
こ
と
は
け
っ
し
て
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
報
告
に
よ
る
と
、
北
ア
メ
リ
カ
の
野
人
は
、
ど
ん
な
場
合
に
も
こ
の
上
な
い
無
関
心
を
装
い
、
愛
や
悲
痛
や
憤
り
に
少
し
で
も
負
け
て
い
る
と
映
っ

た
り
し
よ
う
も
の
な
ら
、
面
目
が
つ
ぶ
れ
た
と
思
う
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
、
彼
ら
の
豪
胆
と
自
制
心
は
、
ほ
と
ん
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理

解
を
こ
え
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
人
が
身
分
と
財
産
に
つ
い
て
対
等
な
国
で
は
、
結
婚
に
さ
い
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
両
性
相
互
の
志
向
だ
け
で
、
そ
れ
は
い
か
な
る
制
御

に
も
服
さ
ず
ひ
た
っ
て
よ
い
と
期
待
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
北
ア
メ
リ
カ
の
国
で
は
、
す
べ
て
の
結
婚
は
例
外
な
く
両
親
に
よ
っ
て

お
膳
立
て
さ
れ
、
若
い
男
性
が
女
性
を
え
り
好
み
す
る
と
こ
ろ
を
少
し
で
も
見
せ
た
り
、
結
婚
す
る
時
期
と
相
手
に
つ
い
て
極
め
付
き
の
無
関
心
を
表
さ

な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
彼
は
一
生
の
恥
だ
と
思
う
で
し
ょ
う
。
愛
か
ら
く
る
気
弱
さ
は
、
情
け
深
く
み
や
び
や
か
な
時
代
に
は
ま
こ
と
に
深
く
ひ
た
っ
て

よ
い
の
に
、
野
人
の
あ
い
だ
で
は
こ
れ
ほ
ど
許
し
が
た
い
女
々
し
さ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
両
性
は
、
結
婚
し
た
あ
と
で
さ
え
も
、
強
い
劣
情
の
必

然
に
基
づ
く
結
合
を
恥
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
一
緒
に
暮
ら
さ
ず
、
人
目
を
盗
ん
で
逢
う
だ
け
で
あ
り
、
ふ
た
り
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

父
親
の
家
に
住
み
つ
づ
け
ま
す
。
ほ
か
の
す
べ
て
の
国
で
は
、
両
性
が
公
然
と
同
居
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
非
難
さ
れ
な
い
の
に
、
こ
の
国
で
は
、
こ
れ

ほ
ど
節
度
を
欠
き
、
男
ら
し
く
な
い
官
能
へ
の
耽
溺
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
彼
ら
が
絶
対
的
な
自
制
心
を
ふ
る
う
の
は
、
こ
の
心
地
よ
い
情
念
に
対
し
て
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
ば
し
ば
彼
ら
は
、
同
国
人
の
み
な

が
見
て
い
る
ま
え
で
権
利
侵
害
、
叱
責
、
口
ぎ
た
な
い
罵
詈
雑
言
に
も
耐
え
、
そ
の
様
子
は
、
無
神
経
も
極
ま
れ
り
と
い
っ
た
風
で
、
み
じ
ん
の
憤
り
も

表
し
ま
せ
ん
。

野
人
が
戦
争
捕
虜
に
な
れ
ば
、
征
服
者
か
ら
死
刑
判
決
を
受
け
る
の
が
通
例
で
す
が
、
判
決
を
聞
く
野
人
は
ま
っ
た
く
情
動
を
表
さ
ず
、
そ
の
あ
と
途

方
も
な
く
お
ぞ
ま
し
い
拷
問
を
だ
ま
っ
て
受
け
、
そ
の
間
、
わ
が
身
の
上
を
か
こ
つ
こ
と
は
ま
る
で
な
く
、
か
い
ま
み
せ
る
情
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
敵

へ
の
軽
蔑
だ
け
で
す
。
と
ろ
と
ろ
燃
え
る
炎
の
上
に
肩
か
ら
つ
る
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
、
彼
は
拷
問
の
執
行
役
を
嘲
笑
し
、
自
分
な
ら
わ
が
手
に
落
ち
た

敵
国
人
を
ど
ん
な
に
ず
っ
と
う
ま
い
手
法
で
拷
問
す
る
か
を
語
り
ま
す
。
彼
は
、
あ
ぶ
ら
れ
、
焼
か
れ
、
か
ら
だ
の
い
ち
ば
ん
や
わ
ら
か
く
繊
細
な
部
分

を
え
ん
え
ん
数
時
間
か
け
て
残
ら
ず
え
ぐ
り
取
ら
れ
た
あ
と
、
そ
の
不
幸
を
長
引
か
せ
る
た
め
、
大
抵
、
執
行
を
し
ば
し
猶
予
さ
れ
て
火
刑
柱
か
ら
降
ろ

さ
れ
ま
す
。
す
る
と
、
彼
は
こ
の
小
休
止
を
使
っ
て
く
だ
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
し
ゃ
べ
り
、
そ
の
国
の
情
報
を
さ
ぐ
り
、
自
分
の
境
遇
以
外
な
ら
何
に
で
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も
関
心
が
あ
る
と
い
っ
た
様
子
で
す
。

見
物
人
の
様
子
も
同
じ
く
無
神
経
で
あ
っ
て
、
こ
ん
な
に
忌
ま
わ
し
い
そ
の
光
景
が
、
彼
ら
に
は
な
ん
の
印
象
も
与
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼

ら
は
、
拷
問
に
手
を
貸
す
と
き
以
外
、
捕
虜
に
は
ほ
と
ん
ど
見
向
き
も
せ
ず
、
煙
草
を
ふ
か
し
て
、
日
常
の
時
を
楽
し
く
過
ご
し
、
拷
問
な
ど
ま
る
で
進

行
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
す
。

野
人
は
み
な
、
こ
の
お
ぞ
ま
し
い
結
末
に
そ
な
え
て
ご
く
年
少
の
こ
ろ
か
ら
覚
悟
を
決
め
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
野
人
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
、「
辞

世
の
歌
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
彼
が
敵
の
手
に
落
ち
て
、
敵
の
拷
問
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
息
絶
え
て
ゆ
く
と
き
に
歌
う
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
拷
問
の
執
行
役
へ
の
中
傷
で
あ
り
、
死
と
苦
痛
に
対
す
る
こ
の
上
も
な
い
軽
蔑
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、
あ

ら
ゆ
る
非
常
事
態
で
こ
れ
を
歌
い
、
出
征
し
た
り
、
戦
場
で
敵
に
遭
遇
し
た
り
、
要
す
る
に
、「
自
分
の
想
像
力
は
ど
ん
な
お
ぞ
ま
し
い
非
運
に
も
馴
染

ん
で
お
り
、
人
間
界
の
出
来
事
に
よ
っ
て
決
意
が
ひ
る
ん
だ
り
、
翻
意
し
た
り
は
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
く
な
れ
ば
、
い
つ
で
も
そ
れ
を
歌
い

ま
す
。

死
と
拷
問
に
対
す
る
同
様
の
軽
蔑
は
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
野
人
の
国
民
に
も
広
く
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
、
ア
フ
リ
カ
沿
岸
か
ら
き
た
黒
人
奴
隷
は

み
な
、
そ
の
あ
さ
ま
し
い
主
人
の
魂
な
ん
か
に
理
解
で
き
な
く
て
当
り
前
の
豪
胆
を
、
少
し
く
ら
い
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
ま
す
。
運
命
の
女
神
は
、
そ
ん

な
英
雄
ば
か
り
の
諸
国
民
を
、
人
も
知
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
監
獄
の
塵
中
に
苦
し
め
た
の
で
す
が
、
こ
の
と
き
ほ
ど
そ
の
覇
権
を
人
類
に
む
ご
た
ら
し
く
ふ

る
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
獄
中
の
く
ず
ど
も
は
、
英
雄
ら
の
生
ま
れ
た
国
、
そ
し
て
お
も
む
く
国
の
い
ず
れ
の
美
徳
も
持
ち
あ
わ
せ
ず
、

そ
の
軽
薄
・
粗
暴
・
悪
質
な
た
ち
の
せ
い
で
敗
者
の
軽
蔑
に
さ
ら
さ
れ
る
の
が
ま
こ
と
に
当
然
だ
か
ら
で
す
（
7
）。

10

こ
う
し
た
英
雄
の
不
屈
の
強
靱
な
意
志
は
、
野
人
な
ら
だ
れ
し
も
祖
国
の
慣
習
と
教
育
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
一
方
、
文
明
社
会
に
生
き
る
べ
く
育

て
ら
れ
る
人
び
と
に
は
要
求
さ
れ
ま
せ
ん
。
文
明
社
会
の
人
び
と
は
、
苦
痛
を
味
わ
う
と
き
苦
情
を
述
べ
た
り
、
辛
酸
を
な
め
る
と
き
悲
痛
を
訴
え
た
り
、

あ
る
い
は
、
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
、
愛
情
に
屈
し
、
怒
気
に
よ
っ
て
平
静
を
失
っ
た
り
し
て
も
、
簡
単
に
赦
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
気
弱
さ
は
、
彼
ら
の
人

柄
の
本
質
的
な
部
分
に
差
し
支
え
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
わ
れ
を
忘
れ
て
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
正
義
や
情
け
深
さ
に
そ
む
か
な
い
か
ぎ
り
、

た
と
え
表
情
の
静
け
さ
、
口
調
や
態
度
の
落
ち
つ
き
が
、
い
く
ぶ
ん
険
し
く
な
り
搔
き
乱
さ
れ
よ
う
と
も
、
彼
ら
の
失
う
評
判
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
す
ぎ
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ま
せ
ん
。

情
け
深
く
洗
練
さ
れ
た
人
び
と
は
、
そ
ん
な
他
人
の
情
念
に
比
較
的
こ
ま
や
か
な
神
経
を
つ
か
う
の
で
、
高
ぶ
り
情
熱
的
な
態
度
に
わ
り
あ
い
す
ば
や

く
入
り
こ
め
、
少
し
く
ら
い
の
行
き
過
ぎ
な
ら
わ
り
あ
い
簡
単
に
赦
せ
ま
す
。
主
た
る
当
事
者
は
、
こ
の
点
に
気
づ
い
て
お
り
、
ま
た
、
そ
ん
な
人
び
と

に
は
裁
判
官
と
し
て
の
衡
平
が
あ
る
と
固
く
信
じ
て
い
ま
す
か
ら
、
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
情
念
を
強
め
に
表
し
、
そ
れ
で
い
て
、
そ
ん
な
激
し
い
情
動
の

せ
い
で
彼
ら
の
軽
蔑
に
さ
ら
さ
れ
は
す
ま
い
か
と
さ
ほ
ど
恐
れ
な
い
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
見
ず
知
ら
ず
よ
り
も
友
人
の
前
で
の
ほ
う
が
、
思
い
切
っ
て
情
動
を
強
く
表
せ
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
、
見
ず
知
ら
ず
よ
り
も
友
人

の
ほ
う
が
大
目
に
み
て
く
れ
る
と
期
待
す
る
か
ら
で
す
﹇I.i.4
.9

﹈。
す
る
と
国
民
に
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
、
文
明
化
さ
れ
た
国
民
同
士
の
礼
法
は
、

未
開
の
人
び
と
同
士
で
是
認
さ
れ
る
水
準
以
上
に
高
ぶ
っ
た
態
度
を
許
容
し
ま
す
。
文
明
化
さ
れ
た
国
民
の
社
交
に
は
、
友
人
同
士
の
開
け
っ
広
げ
な
感

じ
が
あ
り
、
未
開
の
人
び
と
の
社
交
に
は
、
見
ず
知
ら
ず
同
士
の
遠
慮
が
あ
り
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
人
と
イ
タ
リ
ア
人
は
、
大
陸
で
い
ち
ば
ん
洗
練
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
国
民
で
あ
り
、
彼
ら
が
お
よ
そ
興
味
を
ひ
か
れ
る
機
会
に
胸
の
う
ち
を
表

す
と
き
、
そ
こ
に
こ
め
る
情
動
と
躍
動
感
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
最
初
は
お
ど
ろ
き
で
す
。
こ
れ
ら
の
国
民
を
た
ま
た
ま
旅
行
で
お
と
ず
れ

て
い
る
人
や
、
彼
ら
よ
り
も
感
受
性
が
に
ぶ
い
世
間
で
教
育
を
受
け
て
き
て
、
こ
の
情
熱
的
な
態
度
に
入
り
こ
め
な
い
人
は
、
自
国
で
そ
ん
な
例
を
ま
っ

た
く
見
た
こ
と
が
な
く
、
び
っ
く
り
す
る
わ
け
で
す
。
若
い
フ
ラ
ン
ス
人
貴
族
は
、
一
連
隊
の
指
揮
を
任
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
宮
廷
じ
ゅ
う
が
見
て
い
る

前
で
め
そ
め
そ
泣
く
で
し
ょ
う
。
修
道
院
長
デ
ュ
・
ボ
ス
の
所
論
で
は
、
イ
タ
リ
ア
人
が
二
〇
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
刑
を
言
い
わ
た
さ
れ
る
と
き
に
表
す
情

動
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
死
刑
判
決
を
受
け
る
と
き
に
示
す
情
動
よ
り
も
強
烈
な
の
だ
そ
う
で
す
（
8
）。

キ
ケ
ロ
は
、
ロ
ー
マ
人
が
も
っ
と
も
み
や
び
や
か
で
あ
っ
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
元
老
院
じ
ゅ
う
が
見
、
そ
し
て
全
人
民
が
見
て
い
る
前
で
、
面
目
を

つ
ぶ
さ
ず
に
、
痛
恨
の
悲
し
み
を
た
た
え
て
涙
を
流
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
演
説
の
あ
と
に
キ
ケ
ロ
が
し
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
流
儀
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ロ
ー
マ
初
期
の
無
骨
な
時
代
の
雄
弁
家
が
、
そ
ん
な
に
強
い
情
動
を
込
め
て
胸
の
う
ち
を
表
し
た
ら
、
お
そ
ら

（
7
）
ス
ミ
ス
の
経
済
学
的
観
点
か
ら
の
奴
隷
制
批
判
は
、W

N
I.viii.41

;
III.ii.9

;
IV
.ix.47

を
参
照
。

（
8
）Jean-Baptiste

D
u
Bos

（1670
－1742

）.

参
照
箇
所
は
不
明
。

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅴ部（山本）

90（308）

九
五



く
そ
の
時
代
の
気
風
と
相
容
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
ス
キ
ピ
オ
家
の
時
代
、
ラ
エ
リ
ウ
ス
家
の
時
代
、
老
カ
ト
ー
の
時
代
に
は
、

公
衆
が
見
て
い
る
前
で
そ
ん
な
に
強
く
心
や
さ
し
さ
を
さ
ら
け
出
し
た
ら
、
自
然
に
も
適
切
さ
に
も
反
す
る
と
み
な
さ
れ
た
で
し
ょ
う
（
9
）。

こ
う
し
た
古
代

の
戦
士
た
ち
が
胸
の
う
ち
を
表
す
と
き
に
許
さ
れ
た
手
段
は
、
行
儀
、
謹
厳
、
洞
察
力
で
し
た
。
し
か
し
、
格
調
高
い
情
熱
的
な
弁
舌
は
、
彼
ら
に
未
知

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
弁
舌
を
最
初
に
ロ
ー
マ
に
持
ち
こ
ん
だ
の
は
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
、
ク
ラ
ッ
ス
ス
、
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
で
あ
り
（
10
）、

そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
キ
ケ
ロ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
高
ぶ
る
名
調
子
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
両
国
で
長
ら
く
実
践
さ
れ
、
盛
衰
こ
も
ご
も
で
し

た
が
、
つ
い
最
近
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
持
ち
こ
ま
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
。

文
明
化
さ
れ
た
国
民
と
未
開
の
国
民
で
は
、
こ
ん
な
に
大
き
く
か
け
離
れ
た
水
準
の
自
制
心
が
そ
れ
ぞ
れ
に
要
求
さ
れ
、
で
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
大

き
く
異
な
っ
た
規
準
に
照
ら
し
て
、
態
度
の
適
切
さ
も
判
断
さ
れ
ま
す
。

11

こ
の
﹇
自
制
心
の
水
準
の
﹈
違
い
は
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
本
質
的
な
違
い
を
数
多
も
た
ら
し
ま
す
。

洗
練
さ
れ
た
人
び
と
は
、
さ
き
の
自
然
の
運
動
﹇
苦
痛
、
悲
痛
、
愛
情
、
怒
気
﹈
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
に
多
少
と
も
慣
れ
て
い
る
せ
い
で
、
気
さ
く

に
心
を
開
い
て
誠
実
な
態
度
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
未
開
の
人
び
と
は
、
ど
ん
な
感
情
の
現
れ
も
封
印
・
隠
匿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
せ
い
で
、

ど
う
し
て
も
本
心
を
い
つ
わ
り
・
偽
装
す
る
、
彼
ら
な
ら
で
は
の
習
慣
を
身
に
つ
け
ま
す
。
野
人
の
国
民
の
事
情
に
精
通
す
る
人
た
ち
が
そ
ろ
っ
て
示
す

知
見
に
よ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
で
も
、
ア
フ
リ
カ
で
も
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
そ
ん
な
国
民
は
み
な
等
し
く
頑
固
で
、
真
実
を
隠
そ
う
と
い
う
気
に
な
れ
ば
、
ど

ん
な
取
調
べ
で
も
彼
ら
か
ら
真
実
を
聞
き
だ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
目
を
く
ら
ま
す
ど
ん
な
尋
問
で
も
彼
ら
を
ひ
っ
か
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

拷
問
で
さ
え
も
、
彼
ら
が
言
う
ま
い
と
思
え
ば
、
白
状
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
の
情
念
も
野
人
な
ら
で
は
で
あ
っ
て
、
外
に
向
か
う
情
動
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
露
わ
に
な
ら
ず
、
苦
し
む
当
人
の
胸
裏
に
隠
れ
ひ
そ
ん
で

い
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
ご
と
く
逆
上
の
絶
頂
に
達
し
て
い
ま
す
。
彼
は
怒
気
の
徴
候
を
め
っ
た
に
見
せ
ま
せ
ん
が
、
い
っ
た
ん
怒
気

に
身
を
ゆ
だ
ね
る
と
、
そ
の
仕
置
き
は
い
つ
も
血
な
ま
ぐ
さ
く
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
で
す
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
見
く
び
り
さ
え
も
、
彼
を
絶
望
の
ふ
ち
に

立
た
せ
ま
す
。
た
し
か
に
、
そ
の
表
情
や
口
調
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
聡
明
で
落
ち
つ
き
が
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
完
全
な
心
穏
や
か
さ
が
表
れ
る
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
行
為
は
、
し
ば
し
ば
激
烈
・
横
暴
を
き
わ
め
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
北
部
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
も
っ
と
も
傷
つ
き
や
す
い
年
ご
ろ
の
女

九
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性
が
母
親
か
ら
ち
ょ
っ
と
叱
ら
れ
た
だ
け
で
入
水
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
こ
れ
も
ま
た
、
顔
色
ひ
と
つ
変
え
ず
に
無
言
で
実
行
さ
れ
、
な
に
か
言
う

と
し
て
も
、「
あ
な
た
は
金
輪
際
、
娘
を
も
つ
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
す
。

文
明
化
さ
れ
た
国
民
の
場
合
、
人
び
と
の
情
念
は
そ
ん
な
に
荒
れ
狂
っ
た
り
、
絶
望
的
に
な
っ
た
り
し
な
い
の
が
普
通
で
す
。
彼
ら
は
し
ば
し
ば
う
る

さ
く
、
や
か
ま
し
く
て
も
、
大
き
な
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
大
抵
、
彼
ら
の
目
的
は
、
自
分
が
激
し
く
動
揺
す
る
の
も
道
理
で

あ
る
こ
と
を
観
察
者
に
確
信
し
て
も
ら
い
、
そ
の
共
感
と
是
認
を
手
に
入
れ
て
満
足
す
る
こ
と
以
外
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

12

し
か
し
、
こ
う
し
た
慣
習
と
流
行
が
、
人
類
の
道
徳
感
情
に
も
た
ら
す
効
果
は
、
そ
れ
が
ほ
か
の
場
合
に
も
た
ら
す
効
果
に
比
べ
る
と
、
す
べ
て
取

る
に
足
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
慣
習
と
流
行
の
原
理
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
く
判
断
を
ゆ
が
め
て
も
、
そ
れ
は
、
人
柄
と
態
度
の
一
般
的
な
類
型
に
か
か
わ
る
判

断
で
は
な
く
、
個
々
の
具
体
的
慣
例
の
適
否
に
か
か
わ
る
判
断
で
す
。

13

わ
た
し
た
ち
は
、「
職
業
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
違
え
ば
、
そ
こ
に
違
っ
た
気
風
を
是
認
す
べ
し
」
と
慣
習
か
ら
教
わ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
気
風
が
か
か

わ
る
の
は
、
き
わ
め
て
大
切
な
事
柄
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
う
そ
を
つ
か
ず
、
正
義
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
老
人
か
ら

も
青
年
か
ら
も
、
ま
た
、
聖
職
者
か
ら
も
将
官
か
ら
も
期
待
す
る
一
方
、
彼
ら
の
人
柄
を
そ
れ
ぞ
れ
他
か
ら
区
別
す
る
目
印
に
つ
い
て
は
、
些
細
な
事
柄

の
な
か
に
し
か
探
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
目
印
が
見
つ
か
る
に
し
て
も
、
観
察
か
ら
漏
れ
た
事
情
に
着
目
す
れ
ば
、
業
種
ご
と
に
割
り
あ
て
る
べ
し
と

（
9
）Publius

C
ornelius

Scipio
A
fricanus

M
aior

（236
－183

B
C

）
お
よ
び
養
子
縁
組
で
孫
に
し
たPublius

C
ornelius

Scipio
A
em
ilianus,

‘A
fricanus

M
inor’

（c.185
－129

B
C

）

は
、
ふ
た
り
と
も
ロ
ー
マ
の
執
政
官
に
し
て
将
軍
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
と
第
三
次
ポ
エ
ニ
戦
争
の
英
雄
で
あ
っ
た
。
政
治
と
戦
争
に
お
い
て
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、

G
aius

Laelius

お
よ
び
そ
の
息
子G

aius
Laelius

Sapiens

と
手
を
結
ん
だ
。
両
ガ
イ
ウ
ス
も
執
政
官
に
し
て
将
軍
で
あ
っ
た
が
、
息
子
の
ほ
う
は
、
キ
ケ
ロ
の
い
く
つ
か
の
作
品
、

と
く
にD
e
Am
icitia

に
登
場
す
る
有
名
人
で
あ
る
。M

arcus
Porcius

C
ato
the
elder

（234
－149

B
C

）
は
、
紀
元
前
一
八
四
年
に
ロ
ー
マ
監
察
官
と
し
て
厳
し
い
取
り
締
ま
り
を
し

て
名
を
は
せ
た
。

（
10
）
年
少
の
ほ
う
の
ス
キ
ピ
オ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
公
人
た
ち
も
、
キ
ケ
ロ
が
ロ
ー
マ
の
偉
大
な
弁
論
家
に
つ
い
て
書
い
た
論
考B

rutus

（46
B
C

）
で
論
じ
ら
れ
た
。

Tiberius
Sem
pronius

G
racchus

（c.164
－33
B
C
;

紀
元
前
一
三
三
年
に
護
民
官
）、そ
の
弟G

aius

（d.121
B
C
;

紀
元
前
一
二
三
年
お
よ
び
一
二
二
年
に
護
民
官
）、Lucius

Licinius

C
rassus

（140
－91

）
お
よ
びPublius

Sulpicius
R
ufus

（124
－88
B
C
;

紀
元
前
八
八
年
に
護
民
官
）。

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅴ部（山本）

88（306）

九
七



慣
習
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
人
柄
で
も
、
そ
こ
に
慣
習
か
ら
独
立
し
た
適
切
さ
が
あ
る
と
判
明
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
場
合
に
、

自
然
な
感
情
が
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
く
ゆ
が
ん
で
い
る
と
苦
情
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
が
違
え
ば
、
そ
の
国
民
な
ら
で
は
の
気
風
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
彼
ら
が
尊
敬
に
値
す
る
と
考
え
る
人
柄
は
、
資
質
が
同
じ
で
も
、
そ
の
水
準
に
は

き
っ
と
違
い
が
生
じ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
で
さ
え
、
最
悪
の
事
態
が
起
こ
る
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
、「
時
々
、
あ
る
美
徳
の
義
務
が
張
り
出

し
て
、
別
の
美
徳
の
聖
域
に
少
し
ば
か
り
食
み
だ
す
」
と
言
い
う
る
程
度
で
す
。
お
そ
ら
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
あ
い
だ
に
流
行
し
て
い
る
田
舎
風
の
も

て
な
し
は
、
家
計
と
行
儀
を
少
し
ば
か
り
虫
食
み
、
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
で
敬
意
を
払
わ
れ
る
質
素
な
暮
ら
し
は
、
高
潔
無
私
と
友
愛
を
少
し
ば
か
り
蚕
食

し
ま
す
。

野
人
に
要
求
さ
れ
る
忍
耐
強
さ
は
、
彼
ら
の
情
け
深
さ
を
減
退
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
、
文
明
化
さ
れ
た
国
民
に
要
求
さ
れ
る
神
経
の
こ
ま
や

か
さ
は
、
男
ら
し
い
不
撓
不
屈
の
人
柄
を
台
な
し
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
、
国
民
の
な
か
に
成
立
す
る
気
風
の
類
型
は
、
全
体
と
し
て
み
れ

ば
、
そ
の
国
民
の
境
遇
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
と
い
っ
て
ふ
つ
う
は
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。
忍
耐
の
強
さ
は
、
野
人
の
環
境
に
き
わ
め
て
似
つ

か
わ
し
い
人
柄
で
あ
り
、
神
経
の
こ
ま
や
か
さ
は
、
高
度
な
文
明
社
会
の
住
人
の
環
境
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
人
柄
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
場
合

で
さ
え
、
人
間
の
道
徳
感
情
が
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
く
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
と
苦
情
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

14

し
た
が
っ
て
、
慣
習
が
、
行
為
の
自
然
な
適
切
さ
に
も
と
る
ど
ん
な
非
道
を
正
当
化
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
な
類

型
に
は
か
か
わ
り
ま
せ
ん
。
個
々
の
具
体
的
慣
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
慣
習
の
影
響
は
、
し
ば
し
ば
善
良
な
習
俗
に
ず
っ
と
深
刻
な
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。

要
す
る
に
、
個
々
の
具
体
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
明
白
な
正
邪
の
原
理
を
お
び
や
か
す
行
為
で
あ
っ
て
も
、
慣
習
は
こ
れ
を
適
法
で
非
難
に
値

し
な
い
例
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

15

た
と
え
ば
、
幼
子
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
よ
り
も
ひ
ど
く
野
蛮
な
こ
と
が
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
か
。
幼
子
が
い
た
い
け
で
、
あ
と
け
な
く
、
い
と
お

し
い
こ
と
を
思
え
ば
、
敵
だ
っ
て
い
た
わ
り
の
気
も
ち
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
端
も
ゆ
か
ぬ
子
ど
も
さ
え
容
赦
し
な
い
の
は
、
激
高

す
る
残
忍
な
征
服
者
が
逆
上
の
果
て
に
よ
う
や
く
な
し
う
る
所
業
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
る
と
、
逆
上
し
た
敵
で
さ
え
も
侵
す
こ
と
を
た
め
ら
う
ひ
弱
な

九
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身
の
上
を
侵
害
で
き
る
親
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
胸
の
う
ち
は
想
像
を
絶
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
11
）。

そ
れ
な
の
に
、
子
捨
て
、
す
な
わ
ち
、
嬰
児
殺
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
都
市
国
家
で
許
さ
れ
て
い
た
慣
行
で
あ
り
、
み
や
び
や
か
で
開

化
し
た
ア
テ
ネ
人
に
さ
え
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
親
を
と
り
ま
く
事
情
か
ら
子
の
養
育
が
不
都
合
に
な
る
と
、
い
つ
で
も
子
を
遺
棄
し
、
餓
死
さ
せ
て
も
野

獣
の
え
じ
き
に
し
て
も
、
非
難
や
譴
責
の
目
で
み
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
慣
行
の
始
ま
り
は
、
お
そ
ら
く
、
殺
伐
き
わ
ま
る
野
蛮
な

時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
人
び
と
の
想
像
力
は
、
そ
ん
な
社
会
の
黎
明
期
に
初
め
て
こ
の
慣
行
に
馴
染
み
、
こ
の
慣
習
が
旧
態
依
然
と
し
て
継
続
し
た

せ
い
で
、
後
世
は
そ
の
凶
悪
性
を
認
識
で
き
ず
に
い
ま
し
た
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
ん
に
ち
、
こ
の
慣
行
が
野
人
の
諸
国
民
す
べ
て
で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
事
実
を
認
め
ま
す
。
そ
し
て
、
社
会
が
そ
の
よ
う
に

き
わ
め
て
粗
野
で
未
発
達
な
状
態
に
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
ど
ん
な
状
態
に
あ
る
と
き
よ
り
、
子
捨
て
は
容
赦
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
も
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

野
人
が
味
わ
う
極
限
の
窮
乏
と
は
、
親
自
身
も
餓
死
の
瀬
戸
際
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
立
た
さ
れ
る
と
か
、
純
粋
に
食
糧
不
足
で
頻
々
と
い
の
ち
を
落
と
す
と
か
、

し
ば
し
ば
親
子
と
も
ど
も
食
い
つ
な
い
で
ゆ
け
な
い
と
か
、
大
抵
が
こ
ん
な
状
態
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
ん
な
場
合
に
野
人
が
子
を
遺
棄
す
る
と
し
て

も
不
可
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
抵
抗
不
可
能
な
敵
か
ら
逃
げ
る
さ
い
、
足
手
ま
と
い
に
な
る
の
で
幼
子
を
置
き
去
り
に
す
る
人
が
い
て
も
、
弁
明

の
余
地
は
き
っ
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
子
の
助
命
を
試
み
る
こ
と
か
ら
望
め
る
の
は
、
子
と
一
緒
に
死
ん
で
慰
め
ら
れ
る
こ
と
し
か
な
い

か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
社
会
が
こ
ん
な
状
態
の
と
き
に
は
子
の
養
育
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
親
に
ま
か
せ
る
べ
し
と
言
わ
れ
て
も
、
わ
た
し
た

ち
は
さ
ほ
ど
驚
か
な
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
も
っ
と
あ
と
の
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
で
も
、
同
じ
所
業
は
、
さ
し
迫
っ
て
も
い
な
い
利
益
や
便
宜
を
図
る
了
見
か
ら
許
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し

そ
れ
は
、
到
底
、
子
捨
て
を
弁
護
す
る
理
由
た
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
間
断
な
く
つ
づ
い
た
慣
習
は
、
こ
の
と
き
ま
で
に
こ
の
慣
行
を
、
徹
頭
徹
尾
、
正

当
化
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
世
間
の
い
い
か
げ
ん
な
処
世
訓
が
、
こ
の
野
蛮
な
特
権
に
寛
大
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
も
っ
と
正
当
か
つ
精
密
で
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
哲
学
者
の
学
説
ま
で
も
が
、
こ
の
既
定
の
慣
習
に
誘
導
さ
れ
て
正
道
を
逸
れ
ま
し
た
。
そ
の
学
説
は
、
こ
の
と
き
も
ほ
か
の
多
く
の
場
合

と
同
じ
く
、「
公
共
の
役
に
立
つ
」と
い
う
趣
意
の
理
由
を
あ
れ
こ
れ
こ
じ
つ
け
て
、
こ
の
特
権
の
忌
ま
わ
し
い
濫
用
を
譴
責
も
せ
ず
、
支
持
し
ま
し
た
。

（
11
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
特
権
に
つ
い
て
、
政
権
担
当
者
が
多
く
の
機
会
に
奨
励
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
情
け
深
い
プ
ラ
ト
ン
も
同
じ

意
見
で
あ
り
、
彼
の
全
著
作
は
、
人
間
愛
か
ら
英
気
を
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
、
こ
の
慣
行
を
否
認
す
る
と
明
言
し
た
箇
所
は
ど
こ
に
も
あ
り

ま
せ
ん
（
12
）。

慣
習
が
、
情
け
深
さ
に
そ
む
く
そ
ん
な
お
ぞ
ま
し
い
行
為
を
承
認
で
き
る
の
な
ら
、「
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
個
々
の
具
体
的
慣
行
で
も
、
慣
習
が
正
当
化

で
き
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
わ
た
し
た
ち
が
想
像
す
る
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
そ
ん
な
こ
と
は
世
間
一
般
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
」

と
人
び
と
が
毎
日
口
に
し
て
い
る
の
を
わ
た
し
た
ち
は
耳
に
し
ま
す
し
、
そ
の
よ
う
に
言
い
さ
え
す
れ
ば
、
ふ
る
ま
い
そ
れ
自
体
が
ど
ん
な
に
不
正
で
筋

の
通
ら
な
い
も
の
で
も
、
そ
の
弁
明
に
な
る
と
人
び
と
は
考
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

16

ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
な
類
型
と
特
徴
に
つ
い
て
い
だ
く
感
情
は
、
慣
習
の
せ
い
で
ゆ
が
む
と
し
て
も
、
そ
の
ゆ
が
み
具
合
は
、
個
々
の
具
体

的
慣
例
の
適
切
さ
や
不
適
法
性
に
つ
い
て
い
だ
く
感
情
の
場
合
と
け
っ
し
て
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
明
白
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
慣

習
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
も
し
人
間
の
ふ
る
ま
い
と
態
度
の
ふ
だ
ん
の
調
子
が
、
た
っ
た
今
わ
た
し
の
言
及
し
た
忌
ま
わ
し
い
慣
行
と
同
じ
な
ら
ば
、

そ
ん
な
社
会
は
片
時
も
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ま
い
。

（
や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち
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