
J¥、

ケ'

ノレ

と

キ

リ

ス

ト

数

野

田

叉

夫

イ
エ

λ

の
宗
教

付

政
治
ξ
キ
リ
ス
ト
教

同

政
治
の
彼
方
へ

伺

キ
H
Y

ス
ト
敬
・
と
哲
畢

へ
1
グ

Y
哲
製
が
キ
リ
ノ
エ
ト
教
と
内
面
的
な
関
係
を
も
つ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

か
れ
が
最
後
に
到
達
し
た
キ

y
エ
ト
敬
解
穣
に
よ

れ
ば
、

キ

y
ザ
ム
ト
敬
は
「
絹
針
的
宗
敬
」

で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
異
理
が
金
融
阻
的
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
宗
教
。

q
g
Z月
間
色
ナ

m
Zロ
で
あ
る
。

し
か
し
宗
教
に
お
い
て
は
異
理
は
ま
だ
表
象
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
概
念
的
に
把
握
す
る
も
の
が
哲
撃
で
あ
り
、

哲

撃
は
三
位
一
種
の
敬
義
の
概
念
的
把
握
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
へ

1
グ

Y
の
こ
の
主
張
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
を

考
え
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
心
に
洋
ぶ
。

へ
1
グ
Y
の
哲
撃
は
キ

9
4
A
ト
敬
の
護
教
諭
の
一
一
種
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
キ
ク
エ
ト
殺
を

へ
1
グ

Y
は
自
己
の
哲
撃
の
根
援
の
一
つ
と
し
て
用
い
て
い
る
の
か
。
ま
た
へ

1
グ

Y
が
「
表
象
」

の
形
で
の
異
理
と
見
た
キ
η
ノ
ユ
ト
敬
の
、

へ
1
グ

Y
自
身
の

「
表
象
」
そ
の
も
の
が
、
本
来
の
意
味
で
の
キ

y
エ
ト
教
と
い
え
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
と
キ
り
ス
ト
軟
(
野
田
)

一
心
五
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こ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
歴
史
家
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、

へ
1
グ

Y
哲
撃
に
、
思
想
史
の
中
で
一
つ
の
は
っ
き
り
し
た
形
を
と

ら
せ
る
こ
と
、

で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、

へ
l
グ

Y
自
身
に
お
い
て
、

キ

y
久
ト
敬
に
針
す
る
上
の
よ
う
な
考
え
が
、

い
か
な
る
仕
方
で

成
立
し
た
か
を
辿
っ
て
み
る
と
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

へ
1
グ

Y
自
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
的
立
場
と
の
針
決
に
よ
っ
て
そ
こ
に
達
し
た
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
は
、

へ
l
グ

Y
の
キ
ク
ス
ト
敬
解
揮
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
大
ま
か
な
見
通
し
を
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
主
と
し
て
考
え
る
の
は
、

へ
1
グ

Y
が
そ
の
哲
撃
の
立
場
を
確
立
す
る
ま
で
の
時
期
す
な
わ
ち
「
精
神
現
象
撃
」
出
版
ま
で
の

時
期
で
あ
る
。

最
初
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ね
の
は
、
若
い
へ

1
グ

Y
が
ぐ

y
y
や
ブ
ラ
ン
ク
プ

Y
ト
で
家
庭
致
師
を
し
て
い
た
時
分
に
書
い
た
宗
敬
哲
撃
的

考
察
で
あ
る
。

か
れ
は
こ
の
と
き
最
も
根
本
的
に
キ
ソ
ス
ト
殺
の
問
題
を
意
識
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

か
れ
は
ち
か
に
「
イ
エ
ユ

停
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
イ
エ
ユ
を
、
紳
の
子
キ
リ
ノ
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
イ
エ
ユ
と
し
て
描
い
て
い
る
。
若
い
へ

1
グ

Y
の
こ

の
仕
事
は
、

砂
田
時
の
ド
イ
ツ
の
哲
撃
者
と
し
て
は
異
例
の
も
の
で
あ
っ
て
、

後
の
へ

1
グ

Y
撃
徒
シ
ュ
ト
一
プ
ク
ユ
の
有
名
な

「
イ
エ
ユ
俸
」

の
先
駆
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
句
。
し
か
し
そ
れ
は
へ

1
グ

Y
自
身
の
思
想
の
成
長
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
O
I
l
-
第
一

宇

」

、

‘，hu-

へ
1
グ

Y
は
キ
リ
ノ
久
ト
殺
の
考
察
に
お
い
て
、

イ
エ
ユ
そ
の
人
の
設
い
た
敬
え

(
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
「
イ
エ
ス
の
宗
教
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
)

と
、
弟
子
た
ち
が
イ
エ
エ
の
復
活
を
信
じ
イ
エ
ユ
を
紳
の
子
キ
リ
ノ
ス
ト
と
み
と
め
る
と
こ
ろ
に
生
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ノ
ユ
ト
敬
」
と
を
、

lま

っ
き
り
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
匿
別
は
啓
蒙
主
義
の
宗
敬
論
の
中
で
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

①
 

い
と
こ
ろ
で
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
へ

l
グ

Y
は
、
か
れ
が
啓
蒙
主
義
者
で
あ
っ
た
時
ば
か
り
で
な
く
、
巌
格
に
い
っ
て
啓

へ
l
グ

Y
に
近

蒙
主
義
者
で
な
く
な
っ
た
後
に
ま
で
、

い
な
或
る
意
味
で
は
最
後
ま
で
、

こ
の
匿
別
を
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ

れ
に
第
二
の
駐
を
気
付
か
せ
る
。
す
な
わ
ち
へ

l
グ

Y
は
人
間
イ
エ
メ
に
お
い
て
、
軍
に
理
性
宗
教
の
代
解
者
を
み
た
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に

喧
司

l
i
s
e
;予言

H
h
f
hョ
陣
』



か
れ
の
「
自
己
」
を
移
じ
入
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
若
い
へ
!
グ

Y
は、

イ
エ
ユ
の
置
か
れ
た
妖
況
と
そ
れ
に
針
す

る
イ
エ
ユ
の
態
度
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
解
縛
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

か
れ
が
「
イ
エ
ユ
停
」
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
そ
こ

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
態
度
は
紳
筆
者
の
態
度
で
は
な
い
。
哲
撃
者
の
態
度
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
エ
エ
に
お
い
て
自
己
を
解
稗
す
る
こ
と
は
キ
リ
エ
ト
教
に

お
い
て
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
そ
れ
は
紳
墜
の
地
盤
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
。
信
者
と
イ
エ
メ
と
の
紳
秘
的
一
惇
感
は
キ
リ
ノ
メ
ト

教
に
は
ど
こ
ま
で
も
失
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
バ
ス
カ

Y
は
そ
の
護
散
論
の
お
そ
ら
く
頂
黙
に
、

ど
紋
情
に
ち
か
い
文
章
を
お
い
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
と
き
バ
ユ
カ

Y

の
自
己
が
向
っ
た
の
は
十
字
架
の
キ

y
ユ
ト
で
あ
っ
た
。

「
イ
エ
メ
の
神
秘
」
と
い
う
ほ
と
ん

へ
1
グ

Y
は
そ

う
で
な
い
。

へ
1
ゲ

Y
が
自
己
を
移
入
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
人
間
イ
エ
エ
に
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
へ

1
グ
Y
に
と
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
キ

y
ユ
ト
教
」
は
ど
う
な
る
の
か
。
簡
輩
に
い
え
ば
、

へ
1
ゲ

Y
は
は
じ
め
キ

9
ユ
ト
敬
を
非

理
性
的
賓
定
的
な
も
の
と
し
て
斥
け
て
い
た
が
、

か
れ
の
思
索
が
政
治
と
歴
史
と
に
向
う
に
つ
れ
て
、
そ
の
方
か
ら
三
位
一
種
の
教
義
を
意
味

づ
け
る
よ
う
に
な
り
、
最
後
に
は
キ
9
メ
ト
殺
の
絶
針
性
を
或
る
意
味
で
承
認
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
相
慮
じ
て
、

lま

じ
め
人
間
イ
エ
ユ
に
お
い
て
見
ら
れ
た
自
己
は
、
も
は
や
イ
エ
ユ
と
し
て
で
な
く
、
ま
さ
に
へ

1
グ
Y
の
自
己
と
し
て
、
針
象
意
識
に
針
す
る

自
己
意
識
と
い
う
形
で
、
思
案
の
重
大
な
節
々
に
い
つ
も
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宗
殺
の
絶
針
性
の
承
認
、

キ
リ
ス
ト
教
と
哲
墜
と
の
関
係

の
決
定
、

に
お
い
て
い
つ
も
そ
の
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
黙
を
跡
，
つ
け
て
見
た
い
。

イ
エ
ユ
の
宗
敬
を
解
標
す
る
へ

1
グ
Y
の
最
初
の
試
み
は
、
そ
れ
を
・
万
八
六
ト
ー
の
意
味
で
の
道
徳
な
ら
び
に
宗
教
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ィ

y
y
滞
在
期
の
は
じ
め
に
書
か
れ
た
「
イ
エ
ユ
停
L

は
そ
れ
を
示
す
。
そ
こ
に
は
イ
エ
ユ
が
キ
9
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
詮
援
、
す
な
わ
ち

か
れ
の
お
こ
な
っ
た
多
く
の
奇
蹟
、
特
に
か
れ
の
復
活
、

に
つ
い
て
は
何
も
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
刑
死
し
た
イ
エ
メ
の
遺
骸
を
ア
η
ノ
マ
タ
ヤ

へ
1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
敢
(
野
田
)
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の
ヨ
セ
プ
が
乞
う
て
葬
っ
た
、

と
い
う
文
章
で
イ
エ
ユ
惇
は
結
ぼ
れ
て
い
る
。

へ
1
グ

Y
に
と
っ
て
イ
エ
ユ
は
も
っ
ぱ
ら
「
異
寅
な
道
徳
の
認

識
と
一
紳
の
純
粋
な
崇
拝
」
を
救
え
た
人
で
あ
る
。

「
悔
い
改
め
よ
」
と
は
「
堕
落
せ
る
格
率
を
改
善
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
主
の
新

り
」
は
カ

y
ト
の
意
味
で
の
人
格
の
閣
の
賓
現
を
願
う
離
で
あ
る
、

「
そ
こ
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
が
た
だ
法
則
の
み
を
行
矯
の

規
矩
と
す
る
と
こ
ろ
の
、

汝
の
閣
の
い
つ
か
は
来
ら
ん
こ
と
を
。
」

イ
エ
エ
は
こ
の
よ
う
な
内
面
的
な
道
徳
の
数
師
と
し
て
、

外
面
的
な
権
威

に
も
と
づ
く
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
と
た
た
か
つ
て
倒
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
敬
え
は
、

ユ
ダ
ヤ
敬
に
反
射
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
イ
エ
只
を
キ
ク
ザ
ム
ト
と
み
と
め
て
出
愛
し
た
「
賓

定
的
」
宗
教
と
し
て
の
キ
ク
ユ
ト
殺
と
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
賞
定
的
」
(
旬
。
ω
忘
る
と
は
「
理
性
的
」
(
〈
R
口
町
民
民
間
)
に
謝
す
る
語

で
あ
っ
て
、
外
的
事
賞
的
構
成
に
も
と
づ
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

キ

y
ユ
ト
敬
の
場
合
、
奇
蹟
や
復
活
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
自
律
的
理

性
の
隼
巌
を
設
く
イ
エ
ユ
の
挙
え
と
は
逆
の
こ
と
で
あ
る
。

i
lし
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
事
賓
と
し
て
キ

y
ス
ト
敬
は
生
れ
た
。

イ
エ
ユ

の
宗
敬
は
賓
定
化
さ
れ
て
反
謝
物
に
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。

へ
1
グ
Y
は
第
一
に
、

イ
エ
ユ
も
イ
エ
ユ
の
弟
子
も
や
は
り

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
暴
げ
る
。

イ
エ
ユ
自
身
が
自
ら
の
敬
え
を
ユ
ダ
ヤ
的
な
表
現
を
も
っ
て
「
紳
の
意
志
」

の
命
，
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
読
与
.

ま
た
弟
子
の
方
で
も
イ
エ
ユ
の
教
え
そ
の
も
の
の
異
理
性
の
洞
察
に
つ
と
め
る
よ
り
は
、

イ
エ
ユ
そ
の
人
の

お
こ
な
っ
た
奇
蹟
の
方
を
信
じ
、

イ
エ
ユ
の
生
と
死
か
ら
深
く
印
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
例
え
ば
ソ
ケ
〆
戸
ブ
-
ア
エ
の
弟
子
た
ち
も
ソ
グ
一
プ
ア
エ

の
生
死
か
ら
深
い
印
象
を
う
け
た
に
は
相
違
な
い
が
、

し
か
し
か
れ
ら
は
究
極
に
お
い
て
、

ソ
ク
一
ブ
ア
見
そ
の
人
よ
り
も
ソ
ク
ラ
'
ア
ユ
の
敬
え

た
異
理
の
方
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
、

自
由
な
人
々
で
あ
っ
た
。

イ
エ
ユ
の
弟
子
た
ち
は
そ
う
い
う
自
由
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〉

『
|
!
寅
定
的
キ

y
ユ
ト
敬
成
立
の
原
因
の
第
二
は
、
数
圏
の
横
大
に
と
も
な
う
杜
曾
的
政
治
的
必
然
性
で
あ
る
。
教
圏
の
統
制
の
た
め
に
外
的

な
お
き
て
が
必
要
に
な
り
、

支
配
と
服
従
の
関
係
、
従
っ
て
一
種
の
政
治
的
権
カ
、
が
生
れ
る
の
を
避
け
ら
れ
な
い
。
敬
曾
閤
家
、
信
侶
の
寡

頭
政
治
、
が
成
立
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
人
々
の
自
律
的
内
面
的
道
徳
が
破
壊
さ
れ
、
外
的
権
力
に
服
従
し
お
も
ね
る
と
い
う
態
度
が
生
れ
る
。

1
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紳
の
恩
寵
を
願
う
他
力
主
義
は
一
押
に
お
も
ね
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
周
知
の
よ
う
に
へ

1
ゲ

Y
は
ぺ

y
y
時
代
の
終
り
か
ら
上
の
よ
う
な
カ

Y

ト
主
義
の
見
地
を
離
れ
は
じ
め
、

ブ
ラ
ン
ク
ブ

Y
ト
に
移
つ

た
後
に
、
新
た
な
見
地
か
ら
も
う
一
度
イ
エ
久
の
宗
教
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
へ

1
グ
Y
の
立
場
の
獲
化
は
デ
ィ

Y
タ
イ
に
ょ
っ

①
 

「
汎
神
論
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
解
稗
者
の
聞
に
議
論
が
あ
る
。

て
「
紳
脳
的
汎
神
論
へ
の
轄
向
」
ど
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
で
、

し
か
し
概
し
て
い
え
ば
こ
れ
は
ド
イ
ツ
思
想
の
大
き
な
う
ね
り
を
背
景
に
も
っ
て
お
り
、

ド
イ
ツ
翻
概
念
論
の
形
成
に
即
し
て
見
れ
ば
、

レ
ッ
。
シ

y
グ
・
カ
Y

ト
の
見
地
か
ら
へ

Y

グ
1
・
グ

ー
ア
へ
の
う
つ
り
ゆ
き
で
あ
り
、

カ
ゾ
ト
・
ブ
ィ
ヒ
ア
の
二
元
論
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
・
へ
!
グ
y

の
メ
ピ
ノ
ザ
的
一
元
論
へ
の
推
移
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
へ

1
グ
Y
は
ま
だ
哲
撃
者
と
し
て
世
に
現
わ
れ
ず
、
す
で
に
哲
墜
者
と
し
て
プ
ィ

ヒ
ア
の
後
を
追
っ
て
い
た
年
少
の
シ
ェ
ク
Y

グ
か
ら
、
刺
戟
を
う
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
へ

1
グ
Y
は
そ
の
時
自
己
の
全
鰻
を
あ
げ
て
キ
ク
ユ

ト
殺
の
問
題
に
波
頭
し
て
お
り
、
そ
こ
に
嘗
時
の
思
想
の
う
ご
き
を
全
く
自
ら
の
も
の

ιし
て
熔
融
し
形
成
す
る
柑
渦
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
|
|
嘗
時
シ
ェ
ソ
ン
グ
に
と
っ
て
も
へ

l
グ
Y
に
と
っ
て
も
、

カ
Y

ト
の
遺
徳
論
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
宗
教
諭
と
が
、

新
た
に
問
題
化
し

た
。
カ
ソ
ト
の
論
は
、
ま
づ
道
徳
的
自
己
と
い
う
も
の
を
感
魔
的
欲
望
を
こ
え
て
確
立
し
、
そ
う
し
た
上
で
道
徳
的
自
己
を
世
界
に
お
い
て
賞

現
し
う
る
た
め
の
係
件
の
考
察
に
う
つ
り
、

あ
る
べ
き
正
義
と
現
賓
の
世
界
過
程
と
の
一
致
、

乃
至
は
理
性
的
な
徳
と
感
魔
的
な
幸
一
珊
と
の
一

致

の
要
求
に
も
と
づ
い
て
、
世
界
の
立
法
者
に
し
て
支
配
者
な
る
紳
の
存
在
を
要
請
す
る
。

カ
ン
ト
は
紳
の
存
在
の
理
論
的
詮
明
を
す
べ
て

斥
け
た
上
で
、
新
た
に
道
徳
的
信
念
に
よ
り
紳
の
存
在
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
道
徳
的
理
性
の
要
求
す
る
か
ぎ
り
の
宗
殺
を
考
え
た

も
の
で
あ
り
、
賞
定
的
宗
敢
に
射
す
る
批
判
を
ふ
く
み
、
啓
蒙
主
義
の
考
え
方
で
あ
る
。

へ
l
グ
Y
が
最
初
の

「
イ
エ
ス
惇
」
で
と
っ
た
見
地

は
こ
れ
で
あ
り
、

イ
エ
ユ
と
父
な
る
紳
と
の
関
係
は
、
道
徳
的
自
己
と
そ
れ
の
要
請
す
る
紳
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
す
で
に
の
べ

た
よ
う
に
、

こ
れ
は
紳
を
超
越
的
な
る
支
配
者
と
考
え
ま
い
と
す
る
努
力
を
示
し
て
い
る
。

イ
エ
ユ
が
そ
の
本
来
の
敬
え
で
あ
る
自
律
的
道
徳

を
直
接
に
「
紳
の
意
志
」
と
し
て
説
い
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
的
で
あ
っ
た
と
批
評
さ
れ
た
。

へ
l
グ
Y
は
一
柳
の
超
越
性
を
説
く
こ
と
が
神
と
人
間
と

へ
1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
救
(
野
田
)

一O
九
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の
間
に
支
配
・
服
従
の
関
係
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

l
l
'し
か

し
な
が
ら
こ
の
内
在
性
の
要
求
は
カ
ン
ト
の
立
場
で
す
で
に
十
分
に
賓
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
紳
は
道
徳
的
自
己
の
要
請
で
あ
っ
て
賞

定
的
に
啓
示
に
お
い
て
奥
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
だ
け
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
要
請
さ
れ
た
紳
は
、

や
は
り
現
賓
の
自
己

の
彼
岸
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
外
な
る
紳
の
性
格
を
腕
し
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
一
歩
を
す
す
め
て
自
己
の
内
面
に

直
接
す
る
神
、
紳
秘
主
義
者
の
紳
に
、

い
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
子
な
る
イ
エ
ユ
と
父
な
る
紳
と
の
関
係
は
そ
う
い
う
直
接
な
合
一
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

へ
1
グ
Y
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
轄
向
の
き
っ
か
け
は
シ
ェ
リ
ノ
ン
グ
か
ら
奥
え
ら
れ
た
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
嘗
時
ま
だ
一
ア
ュ

1
ピ
γ
グ
γ
の
紳
畢
校
に
い
る
。
そ
の

ア
ュ

l
ピ
ン
グ
ン
で
は
、

カ
ン
ト
の
神
の
存
在
の
賞
践
的
要
請
と
い
う
考
え
が
、
一
肺
患
一
e

者
に
よ
っ
て
、

正
統
的
キ

y
ザ
ム
ト
教
義
の
理
由
づ
け
に

用
い
ら
れ
て
い
た
。
紳
撃
者
シ
ュ
ト

Y
(
P
E♀

n
E
a
g
伊
O
『

『

)

の
考
え
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、

か
れ
は
ま
づ
カ
ン
ト
の
紳
の
存
在
の

一「

道

徳
的
詮
明
」
を
う
け
い
れ
る
が
、

さ
ら
に
、

カ
Y

ト
自
ら
「
剣
断
力
批
判
」
で
は
、
以
前
に
理
論
的
に
は
無
数
と
剣
定
し
た
目
的
論
的
謹
明
を

再
び
道
徳
的
意
志
の
働
ま
し
と
し
て
意
義
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
、

同
じ
考
え
方
を
も
っ
て
、
聖
書
に
見
え
る
キ
リ
ユ
ト
に
つ
い

て
の
歴
史
的
事
賞
、
す
な
は
も
キ

y
d
A
ト
の
お
こ
な
っ
た
奇
蹟
や
か
れ
の
復
活
を
も
、
道
徳
的
信
仰
の
支
え
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
、

①
 

す
る

と
主
張

(
こ
の
場
合
聖
書
の
の
べ
て
い
る
奇
蹟
平
復
活
が
歴
史
的
事
貨
で
あ
っ
て
つ
く
り
事
て
な
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
鐙
擁
か
ら
明
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
て

あ
る
)
。

l
lこ
の
シ
ュ
ト

Y
の
考
え
は
、

カ
ン
ト
が
も
っ
ぱ
ら
理
性
宗
敬
の
基
礎
づ
け
に
用
い
た
道
徳
的
設
明
を
、
歴
史
的
信
仰
の
癖
護
に
ち

か
に
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
正
統
的
歴
史
的
教
義
そ
の
も
の
を
論
理
的
に
反
省
す
る
な
ら
ば
、
直
ち
に
道
徳
的
詮
明
と

の
矛
盾
が
曝
露
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

シェ

y
y
グ
が
評
し
た
よ
う
に
そ
れ
は
「
機
械
仕
掛
の
紳
」
と
し
て
道
徳
的
詮
明
を
用
い
て
い
る
に
す
ぎ

な
い

(
F
E
F
w
m
E
口
o
m
a
Tロ
-m-
可
C
U
)
0

し
か
し
カ

Y

ト
の
考
え
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
用
い
ら
れ
う
る
と
い
う
事
貰
を
見
た
シ
ェ
ク
ン
グ
は
、

か
れ
自
ら
カ

Y

ト
の
要
請
に
よ
る
詮
明
の
再
吟
味
へ
と
促
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

カ
ン
ト
が
正
義
の
貰
現
の
た
め
に
榊
の
カ
を



要
請
し
た
の
と
は
反
針
の
途
、
す
な
わ
ち
直
接
な
紳
の
力
の
鰻
験
を
根
抵
に
お
く
メ
ピ
ノ
ず
の
途
を
と
る
に
い
た
る
。
徳
と
一
滴
と
の
関
係
で
い

え
ば
、

カ
ン
ト
の
よ
う
に
徳
の
要
求
を
最
初
に
お
く
よ
り
も
、
幸
福
の
経
験
を
も
と
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
幸
福
に
も
カ
ン
ト
が
考
え
る
経
験

的
感
魔
的
な
幸
福
の
ほ
か
に
「
純
粋
な
幸
福
」
す
な
わ
ち
を

w
x
g
が
あ
り
、

こ
れ
が
紳
の
直
観
そ
の
も
の
で
あ
る
、

と
考
え
る

(
F
E
E
0
5
E

H
n
V
己
M
F
E
N
F℃
骨

円

匂

E
o
s
Z
F垣
内
円
}
向
。

2・
5)0
シェ

y
y
グ
は
へ
!
ゲ

Y
に、

「
道
徳
的
謹
明
」
を
す
て
て
「
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
に
な
っ
た
」
と

告
げ
る
(
符
宮
口
5
m
g
出
荷
o
f
F
Z
-
M
-
可
忠
)

O

こ
の
よ
う
に
撃
的
哲
撃
の
方
法
的
な
見
通
し
に
お
い
て
は
シ
ェ
リ
ノ
ン
グ
は
へ

1
ゲ
Y
に
先
ん
じ
て
い
た
。
し
か
し
へ

1
グ
Y
は
自
ら
の
問
題

を
問
い
つ
づ
け
る
。
そ
の
問
題
と
は
依
然
イ
エ
ユ
に
お
け
る
自
己
解
稗
で
あ
る
。

へ
1
グ
Y
の
自
己
は
こ
こ
か
ら
鍛
え
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ク

7

Y
ト
に
移
っ
て
書
い
た
第
二
の

「
イ
エ
エ
停
」
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ノ
ユ
ト
教
の
精
紳
と
そ
の
運
命
」

(
こ
れ
は
断
片
の
刊
行
者
が
つ
け
た

題
て
あ
る
)
と
し
て
知
ら
れ
る
雄
篇
は
、

へ
1
ゲ
Y
が
何
者
で
あ
る
か
を
力
づ
よ
く
示
し
て
い
る
。

l

l
い
ま
や
イ
エ
ユ
の
教
え
は
、
生
と
愛
と

の
敬
え
で
あ
る
と
解
掴
侍
さ
れ
る
。
ま
え
に
は
イ
エ
ユ
は
「
道
徳
性
」

の
立
場
に
あ
っ
た
。

こ
ん
ど
は
生
命
と
そ
の
一
つ
の
相
で
あ
る
愛
に
お
い

て
す
べ
て
を
見
ょ
う
と
す
る
者
、

「
美
し
い
魂
」
、

と
し
て
示
さ
れ
る
。

ま
づ
イ
エ
ユ
の
封
極
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
精
神
が
浮
彫
り
さ
れ
る
。

ユ
ダ
ヤ
精
神
と
は
外
面
性
、
超
越
性
、
支
配
と
隷
従
、

不
和
、
憎
み
、

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

か
れ
ら
は
ま
づ
自
然
に
封
し
て
不
和
で
あ
る
。

ノ
ア
の
洪
水
の
話
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
自
然
は
か
れ
ら
に
敵
意

を
も
ち
、

か
れ
ら
も
自
然
に
一
親
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

ギ
リ
シ
ャ
人
の
よ
う
に
自
然
の
中
に
神
々
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

か
れ
ら

は
ま
た
異
民
族
に
針
し
て
も
親
し
む
こ
と
を
知
ら
ぬ
。
相
手
が
強
け
れ
ば
奴
隷
的
に
服
従
す
る
が
、

弱
け
れ
ば
む
ご
い
攻
撃
を
加
え
る
。

治、

れ

ら
は
同
族
、
家
族
、

の
内
に
お
い
て
も
愛
の
関
係
を
無
係
件
に
は
賞
現
で
き
な
い
。

ア
プ
一
フ
の
ム
は
或
る
と
き
わ
が
子
を
殺
そ
う
と
さ
え
し
た
。

そ
し
て
か
れ
ら
は
紳
と
和
ら
ぐ
こ
と
も
な
か
っ
た
。

紳
は
ね
た
み
裁
く
紳
で
あ
っ
た
。

1

1

へ
1
グ
Y
は
こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
精
紳
の
典
型
を

ア
プ
一
ブ
の
ム
に
お
い
て
見
た
。

か
れ
は
若
く
し
て
故
郷
を
は
な
れ
、
世
界
の
中
で
つ
ね
に
他
園
者
と
し
て
、
片
時
も
気
を
ゆ
る
す
こ
と
な
く
生

へ
1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
敢
(
野
田
」
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き
た
濁
立
不
鶴
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
「
た
だ
愛
す
る
こ
と
だ
け
は
で
き
な
か
っ
た
よ
こ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
そ
の
愛
こ
そ
イ
エ
ユ
の
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

イ
エ
ユ
の
世
界
は
内
在
と
生
、

和
ら
ぎ
と
愛
、

の
世
界
で
あ
る
。
す
べ
て
が
一
な

る
生
命
に
つ
ら
ぬ
か
れ
包
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
一
な
る
生
命
が
分
れ
て
多
数
の
生
命
中
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
分
散
し
た
生
命
中

心
を
統
一
す
る
働
き
(
生
命

ω働
き
で
あ
る
に
ち
が
い
は
な
い
)

を
特
に
名
付
け
て
「
愛
」
と
い
う
。
紳
は
生
で
あ
り
変
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
支
配

と
隷
従
の
外
面
的
関
係
は
存
在
し
な
い
。

l
l
t
イ
エ
ユ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
外
的
律
法
を
完
全
に
否
定
す
る
。

「
律
法
を
完
う
す
る
た
め
に
わ
れ
は

京
都
た
」
と
い
う
が
、
そ
の
「
完
う
す
る
」
と
は
完
全
に
解
消
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
律
法
、

お
き
て
、

と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て

支
配
関
係
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
梯
拭
さ
れ
る
。

外
的
支
配
の
表
現
で
あ
る
律
法
の
み
な
ら
ず
、

カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
内
的
道
徳
法
則
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
。
自
律
的
道
徳
法
も
や
は
り
わ
れ

わ
れ
の
内
な
る
主
と
奴
と
の
分
裂
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
道
徳
法
に
従
う
こ
と
は
自
ら
の
主
と
な
る
こ
と
、
異
に
自
由
と
な
る
こ
と

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
奴
隷
で
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
二
元
性
そ
の
も
の
を
会
鰹
と
し
て
腰
棄
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
法
則
を
い
か
に
し
て
駿
棄
で
き
る
の
か
。
世
に
披
が
あ
り
、
そ
れ
に
そ
む
い
た
者
は
嘗
然
罰
を
う
け
る
。

〆

ぬ
ぐ
ひ
去
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
普
通
の
見
方
で
あ
る
が
、

一
度
犯
し
た
罪
は
、
永
久
に

イ
エ
ユ
は
ど
う
考
え
る
の
か
。
|
|
「
生
命
」
の
会
種
、
そ
の
部
分
な
る
生
命
中

心
を
相
互
に
結
ぶ
「
愛
L

、

に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
ら
れ
た
。

い
ま
犯
罪
と
は
一
つ
の
生
命
中
心
が
他
の
生
命
中
心
に
加
え
た
暴
カ
で
あ
る

と
考
え
よ
う
。

こ
の
と
き
傷
け
ら
れ
た
生
命
は
、

罪
を
犯
し
た
生
命
中
心
に
謝
し
て
敵
動
的
と
な
る
。

こ
の
敵
謝
的
と
な
っ
た
生
命
の
相
を

「
運
命
」
と
い
う
。
こ
の
「
運
命
」
が
す
な
わ
ち
「
罰
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
傷
け
ら
れ
た
生
命
も
貰
は
傷
け
た
生
命
と
一
つ
の
も

の
で
あ
り
、
罪
に
お
い
て
生
命
は
生
命
自
身
を
傷
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
人
は
、
「
運
命
と
し
て
の
罰
」

を
、
ま
さ
し
く
生
命
そ
の
も
の
の
統
一
の
働
き
と
し
て
の

「
愛
」
に
よ
り
、
和
ら
ぎ
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
愛
」
に
よ
っ
て
「
運
命
」
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一

と
の
宥
和
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
罪
を
つ
ぐ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
「
罰
」
を
「
運
命
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
刑
罰
の
提
が
、
生
命
に
劃
し
て
超
越
的
で
な
く
内
在
的
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
、
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
も
し
律
法
が
生
命
の
上
に
超
越
的
に
臨
む
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
罪
人
が
い
か
に
自
ら
悔
い
て
罪
を
つ
ぐ
な

は
う
と
し
て
も
、
律
法
が
ひ
と
た
び
犯
さ
れ
た
と
い
う
事
賓
は
永
遠
に
消
え
な
い
。

一
度
起
っ
た
こ
と
を
起
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

だ
か
ら
罪
人
は
超
越
的
な
紳
の

「
恩
寵
」
を
求
め
、
紳
が
か
れ
を
「
あ
た
か
も
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
」
見
ん
こ
と
を

願
い
求
め
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

た
と
へ
紳
に
劃
し
て
で
あ
る
に
し
て
も
、
屈
辱
感
、

や
ま
し
さ
、
卑
屈
の
心
情
、

が
残
存
す
る
、

と
へ

1

グ

Y
は
い
う
。

l
lし
か
る
に
生
命
を
も
と
と
し
、
律
法
は
生
命
よ
り
も
若
い
と
見
れ
ば
、
罪
は
完
全
に
い
や
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
罰
は
、

従
っ
て
罪
と
罰
と
を
結
ぶ
法
則
な
る
律
法
は
、
敵
針
的
と
な
っ
た
生
命
の
一
つ
の
相
に
す
ぎ
な
い
。
愛
は
そ
れ
に
う
ち
か
ち
、
そ
れ
を
い
や
し

う
る
。
生
命
は
「
か
れ
の
傷
を
再
び
い
や
し
う
る
」
(
己
主
。
mEH何
回

ロ

m
g含
}
Z
g
h
M
E
)。
起
っ
た
こ
と
を
起
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
す
こ
と
が
で

き
る
。

へ
1
グ

Y
の
も
と
め
た
宥
和
、
絶
針
的
な
和
解
は
、

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
そ
れ
を
「
生
命
」
に
見
出
し
た
か
れ
は
、
後

に
は
「
精
神
」
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ユ
が
命
令
形
を
用
い
あ
た
か
も
捻
を
人
々
に
課
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
概
念
的
言
語
的
表
現
の
せ
い
で

あ
っ
て
、
賓
は
生
命
の
事
賓
を
歴
々
と
指
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
「
汝
の
罪
は
ゆ
る
さ
れ
た
り
」
と
か
れ
が
い
う
と
き
、

か
れ

自
身
が
或
る
外
的
権
威
に
よ
り
律
法
の
要
求
を
掛
酌
し
て
い
る
の
で
な
く
、
そ
の
罪
人
の
内
に
動
く
生
命
と
愛
と
の
働
き
を
確
認
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
愛
は
で
つ
る
わ
し
い
行
僑
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。

イ
エ
ユ
が
た
だ
一
度
マ
グ
ダ
一
フ
の
マ
リ
ノ
ヤ
の
信
仰
を

是
と
す
る
と
き
で
つ
る
わ
し
き
わ
ざ
」
と
い
う
語
を
使
っ
た
、

と
へ

1
グ

Y
は
感
慨
を
こ
め
て
記
し
て
い
る
。
信
仰
と
は
、

「
隠
れ
た
紳
」

の

恩
寵
を
う
け
る
こ
と
で
な
く
、
美
し
い
魂
と
魂
と
の
遜
逓
で
あ
り
「
精
神
に
よ
る
精
神
の
認
識
」
な
の
で
あ
る
。

へ
1
グ
Y

の
理
解
し
た
「
イ
エ
ユ
の
宗
敬
」
は
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
イ
エ
ユ
そ
の
人
の
生
と
死
は
ど
う
な
る
の

へ
1
ゲ
ル
正
キ
リ
ス
ト
教
(
野
間
)
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か

イ
エ
ユ
の
敬
え
は
、
罪
人
の
罪
が
生
そ
の
も
の
の
否
定
面
と
し
て
の
運
命
で
あ
っ
て
、
生
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
消
さ
れ
う
る
、

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
運
命
を
そ
の
よ
う
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
罪
な
き
者
は
運
命
を
も
た
ぬ
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
イ
エ
ユ
そ
の
人
は
、

罪
な
く
し
て
十
字
架
の
運
命
を
う
け
た
。
上
に
示
さ
れ
た
限
り
の

「
イ
エ
ユ
の
宗
教
」
は
、

イ
エ
ユ
そ
の
人
の
運
命
を
解
穣
で
き
ぬ
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
と
和
解
し
て
生
き
る
罪
な
き
者
が
、
運
命
の
最
大
の
敵
意
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
白
な
矛
盾
、
逆
説
的
な
事
賞
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
逆
説
的
事
賓
の
解
稗
と
し
て
、

「
イ
エ
メ
の
宗
敬
」
な
ら
ぬ

「キ

y
dム
ト
敬
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

イ
.コ二

ユ
が
紳
の
子
で
あ
り
、
十
字
架
の
運
命
は
神
の
愛
の
啓
示
で
あ
る
、

と
し
て
上
の
逆
設
は
意
味
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ー
ー
し
か
し
へ

1
グ

Y
は
す
ぐ
に
そ
の
よ
う
な
「
キ
リ
ノ
ユ
ト
敬
」
に
い
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
超
越
的
な
紳
こ
そ
、

か
れ
が
否
定
し
た
嘗
の
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。

へ
l
ゲ

Y
の
途
は
さ
し
あ
た
り
、

イ
エ
メ
の
生
死
を
「
悲
劇
」
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
ま
や
「
運
命
」
は
生
の
統
一
を
は
み
出
す
と
こ
ろ
の
無
限
な
も
の
に
な
る
。
さ
き
に
は
そ
れ
は
罪
に
よ
っ
て
生
命
の
中
に
生
じ
た
醜
い
傷

の
ご
と
き
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ま
は
罪
な
く
し
て
完
全
に
生
の
統
一
に
生
き
る
者
を
も
な
ほ
訪
れ
る
無
限
な
運
命
の
存
在
を
承

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

へ
1
グ
Y
は
口
簡
り
な
、
が
ら
、

こ
の
罪
な
き
も
の
を
も
罰
す
る
運
命
が
、
さ
き
の
運
命
よ
り
も
「
限
り
な

く
き
び
し
い
」

5
8色
岳
ω
守
合
m
q
も
の
で
あ
る
と
い
う

(4va--Z3含可・
ω
・ω箆
)
O

し
か
し
こ
の

「
き
び
し
さ
」
が
何
で
あ
る
か
を
、

こ
の

と
き
へ

1
グ

Y
は
ま
だ
明
か
に
し
え
な
い
。

で
は
イ
エ
ス
は
こ
の
よ
う
な
運
命
に
針
し
て
い
か
に
ふ
る
ま
っ
た
か
。
悲
劇
的
運
命
に
針
し
て
人
間
の
と
り
う
る
態
度
は
さ
し
あ
た
り
二
つ
、

戦
う
か
、
耐
え
忍
ぶ
か
、

で
あ
る
。
戦
う
者
は
自
ら
の
カ
を
信
じ
、
耐
え
忍
ぶ
者
は
自
ら
の
無
カ
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
づ
れ
に
も
共
通

の
デ
ィ
レ

y
?
が
あ
る
、

と
へ

l
グ

Y
は
い
う
。
す
な
わ
ち
い
づ
れ
も
、

一
方
で
は
自
ら
の
正
し
い
樺
利
の
要
求
を
固
く
持
し
て
お
り
な
が
ら
、

他
方
そ
の
正
義
の
要
求
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
純
粋
に
主
張
す
る
の
で
な
く
、
運
命
と
の
カ
の
上
の
勝
負
に
賭
け
て
い
る
。

で
あ
っ
て
力
で
な
い
と
信
じ
つ
つ
、
他
方
正
義
は
畢
覧
力
で
あ
る
と
み
と
め
て
い
る
。

l
lイ
エ
ス
は
こ
の
デ
ィ
レ

y
?
を
超
え
よ
う
と
し
た
。

一
方
正
義
は
正
義

5
1
0
 



ξ

三

2
1
1
1
4電
電
3
a
E

イ
エ
ユ
の
と
っ
た
態
度
は
、
戟
う
こ
と
で
も
忍
ぶ
こ
と
で
も
な
く
、
自
費
的
に
自
ら
の
正
義
の
要
求
を
す
て
て
運
命
に
和
解
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。

「
生
命
を
得
ん
と
す
る
者
は
失
う
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
は
、

そ
れ
を
意
味
す
る
(
こ
の
場
合
「
生
命
を
得
ん
と
す
る
」
と
は
、
自
分
の
権

利
要
求
を
す
て
、
な
い
て
い
る
こ
と
て
あ
る
〉
。

こ
の
第
三
の
態
度
が
、

「
美
し
い
魂
」

の
と
る
態
度
な
の
で
あ
る
。

l
lそ
れ
は
「
戟
う
」
こ
と
で
も

「
耐
え
る
」
こ
と
で
も
な
い
か
ら
、
明
か
に
「
逃
れ
る
」
こ
と
だ
と
み
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
「
逃
れ
る
」
は
、
お
そ
れ
で
逃
れ
る

の
で
は
な
い
。
美
し
い
魂
は
運
命
を
「
逃
れ
る
」
が
、
運
命
に
封
し
て
自
ら
を
開
け
放
し
て
い
る
。
こ
れ
で
な
ほ
運
命
が
そ
の
敵
針
的
な
相
貌

を
改
め
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
運
命
の
方
が
惑
い
の
で
あ
る
。

へ
1
グ
Y
は
イ
エ
久
の
妹
、
泌
を
何
度
も
見
直
し
た
。
上
の
所
設
を
ふ
く
む
断
片
と
は
別
の
も
の
に
は
、

イ
エ
メ
の
「
運
命
」
を
具
種
的
に
ユ

グ
ヤ
祉
曾
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
に
謝
す
る
イ
エ
メ
の
態
度
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
一
つ
の
デ
イ
レ
y
?
が
あ
る
。

イ
エ
メ
が
そ
の
愛

を
ユ
ダ
ヤ
枇
曾
の
中
で
具
種
的
に
賓
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
結
局
美
し
い
魂
の
立
場
を
失
い
、
愛
の
態
度
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
美
し
い
魂
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
、

イ
エ
ユ
は
そ
の
愛
を
家
族
や
枇
舎
の
人
間
的
関
係
の
中
に
穆
透
さ
せ
る
こ
と
を
断
念
し

て
弟
子
た
ち
と
の
小
さ
な
祉
曾
に
と
じ
こ
も
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
エ
ユ
が
結
局
選
ん
だ
の
は
後
者
で
あ
っ
た
。
十
二
使

徒
諸
圏
波
遣
の
結
果
が
失
敗
だ
っ
た
の
を
見
た
イ
エ
メ
は
、

「
カ
イ
ザ

1
の
も
の
は
カ
イ
ザ

l
に
」
と
い
う
態
度
を
、
す
な
わ
ち
現
賞
祉
舎
に

劃
し
て
敵
射
的
な
態
度
を
、

と
る
に
至
っ
た
、

と
へ

1
グ
Y
は
い
う

2
7
a
-
Y
m
g含
官
・
∞
・

8
3
0
1
1
1
こ
の
よ
う
な
イ
エ
ユ
の
像
と
、
さ
き
に
の

べ
ら
れ
た
も
の
と
を
、
直
ち
に
重
ね
合
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
は
や
イ
エ
ス
と
い
う
よ
り
も
へ

l
グ

Y
の
自
己
が
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
へ

l
グ

Y
は、

イ
エ
ユ
の
敬
え
そ
の
も
の
に
謝
し
て
も
或
る
黙
で
重
大
な
留
保
を
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
所
有
に
つ
い
て
で
あ
っ

て、

イ
エ
メ
が
富
め
る
若
者
に
射
し
、

「
す
べ
て
の
所
有
を
す
て
て
わ
れ
に
従
へ
」
と
要
求
し
た
こ
と
を
、

へ
1
グ

Y
は
無
理
だ
と
評
す
る

(
。
市

-nF同・∞・臼吋
ω
)
0

「
そ
う
い
う
要
求
は
わ
れ
ら
に
と
っ
て
異
理
性
を
も
た
ぬ
。

所
有
と
い
う
運
命
は
わ
れ
わ
れ
を
力
づ
よ
く
支
配
す
る
に
至
つ

て
お
り
、
:
:
:
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
か
ら
分
離
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
」
!
|
|
こ
れ
ら
の
黙
は
、

イ
エ
ユ
に
お
け
る
へ

1

〈

1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
(
野
田
〉

一
一
五
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グ

Y

の
自
己
解
稗
に
お
い
て
、
政
治
や
枇
舎
の
問
題
が
絶
え
ず
割
り
切
れ
ず
に
、

不
協
和
音
と
し
て
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
美
し
い
魂
が
、
現
賓
の
政
治
と
枇
曾
と
し
て
現
わ
れ
た
運
命
と
、

い
か
に
し
て
宥
和
し
う
る
か
、
が
改
め
て
関
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
問
わ
れ
答
え
ら
れ
た
後
は
じ
め
て
、

イ
エ
ス
を
一
澗
の
子
キ

y
ユ
ト
と
み
と
め
る
「
キ

y
ユ
ト
敬
」
の
異
理
性
が
承
認
さ
れ

う
る
で
あ
ろ
う
。

上
の
第
二
の
イ
エ
ユ
像
に
つ
づ
く
時
期
に
お
い
て
へ

1
グ

Y
は
政
治
の
問
題
に
専
心
す
る
。
運
命
と
し
て
の
政
治
的
世
界
と
い
か
に
宥
和
し

う
る
か
が
か
れ
の
関
心
の
中
心
に
お
か
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
特
に
へ

1
グ

Y
の
政
治
哲
撃
を
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
い
が
大
勝
の
解
揮
を
試
み

ね
ば
な
ら
な
い
。
!
!
大
き
く
み
る
と
へ

1
グ

Y
の
問
題
は
先
立
つ

y
y
l
の
問
題
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

y
y
l
は、

ロ
ッ
ク
を
継
承
す

る
自
由
主
義
者
の
闘
家
論
に
あ
き
た
り
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
各
個
人
が
そ
の
自
然
的
権
利
の
一
部
を
、
権
利
の
不
法
な
侵
害

の
防
止
の
た
め
に
譲
り
合
い
、

一
一
箇
の
政
治
的
権
力
を
つ
く
り
同
家
を
結
成
す
る
、

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
園
家
で
は
、
個

人
は
全
樫
と
し
て
そ
の
中
に
安
〆
ん
ず
る
こ
と
が
な
い
。

へ
1
ゲ

Y

の
言
葉
で
い
え
ば
、
個
人
は
園
家
に
お
い
て
「
自
己
を
見
る
」

こ
と
が
な
い
。

そ
う
い
う
園
家
は
、
個
人
の
生
命
と
財
産
を
保
護
し
、
個
人
が
「
生
き
る
」
こ
と
を
保
護
す
る
が
、
個
人
が
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
を
保
設
し

な
い
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
闘
家
は
道
徳
的
権
威
を
も
た
な
い
。

全
鰻
的
な
譲
渡
に
よ
っ
て
一
一
般
意
志
を
、
す
な
わ
ち
岡
家
樺
カ
を
、
成
立
さ
せ
う
る
、

y
y
l
は
そ
れ
が
不
満
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

Y
ソ

1
は
個
人
の
個
別
意
志
の

と
考
え
る
。
従
っ
て
そ
の
一
般
意
志
は
個
別
意
志
を
み
一

鰹
と
し
て
生
か
す
も
の
と
な
る
。

y
y
l
の
こ
の
個
別
意
志
と
一
般
意
志
と
の
倫
理
的
宗
教
的
関
係
こ
そ
、

い
ま
へ

1
グ
Y
の
求
め
る
、
政
治

と
自
己
と
の
宥
和
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
要
求
を
も
っ
へ

1
グ

Y
が
ド
イ
ヅ
の
現
賓
に
お
い
て
見
出
し
た
の
は
全
く
の
分
裂
妖
態
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
は



U
6
4
立
結
晶
望
事
歯
掴

諸
侯
圏
諸
都
市
か
ら
な
る
帝
園
の
統
一
を
名
ば
か
り
残
し
て
分
裂
妖
態
に
あ
る
。
諸
候
園
は
皇
帝
と
の
さ
ま
ぎ
ま
な
契
約
に
よ
り
各
々
特
殊
な

権
利
を
得
て
お
り
、
帝
園
憲
法
は
諸
侯
園
の
な
法
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
は
公
法
は
な
く
私
法
の
み
が
あ
る
、

と
い
う
の
が

現
肢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
部
分
の
自
己
主
張
に
よ
っ
て
み
一
種
的
統
一
の
失
わ
れ
た
妖
態
を
へ

1
グ
Y
は
「
ド
イ
ヅ
的
自
由
」
と
い
う
言
葉

で
い
い
表
わ
し
た
。

こ
れ
に
射
し
て
へ

1
ゲ

Y
が
第
一
に
構
カ
に
よ
る
統
一
を
望
ん
だ
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
園
家
と
は
何
か
。
人
間
の
一
集
圏
が
か
れ
ら
の
所

有
の
み
一
種
を
外
敵
に
射
し
て
共
同
に
防
衛
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
い
ま
ド
イ
ツ
を
園
家
た
ら
し
め
る
に
は
、

マ
キ
ヤ

グ
ェ

9
が
イ
タ
リ
ヤ
に
つ
い
て
企
て
た
と
こ
ろ
、

リ
シ
ュ

η
ノュ

1
が
プ
ラ
ン
ユ
に
つ
い
て
成
し
と
げ
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
樺
カ
的
統
一
が
、

必
要
で
あ
る
。

マ
キ
ヤ
ゲ
ェ

y
を
プ
官
ジ
ャ
の
プ
リ

1
ト
y
ッ
ヒ
二
世
が
論
駁
し
た
の
は
詑
鮮
に
す
ぎ
ぬ
。

へ
1
グ
Y
は
蛍
時
ド
イ
ツ
の
こ
の

統
一
を
プ
甘
シ
ャ
か
ら
で
な
く
や
は
り
オ

l
Tリ
ヤ
か
ら
、
皇
帝
か
ら
、
期
待
し
た
。

l
lし
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
力
に
よ
る
統
一
は
、

へ
l
グ
Y
に
お
い
て
は
さ
き
に
見
た
よ
う
な
生
命
哲
撃
に
も
と
づ
い
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
園
家
を
一
つ
の
機
械
組
織
に
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
だ
か
ら
プ
ィ
ヒ
ア
が
そ
の
「
自
然
法
論
」
で
考
え
た
よ
う
な
警
察
閤
家
は
斥
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
へ

l
グ
Y
は
、
権
カ
的

統
一
と
同
時
に
、
第
二
に
、
市
民
の
私
的
管
鋳
の
十
分
な
承
認
と
諸
自
治
慢
の
自
由
と
を
も
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ブ
ラ
ン
ク
プ

Y

ト
時
代
の
終
り
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
に
お
い
て
上
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
へ

1
グ
Y
は
、
同
時

に
、
政
治
的
現
賓
と
い
う
運
命
に
劃
す
る
自
己
の
デ
ィ
レ

y
?
を
意
識
し
て
い
た
。

イ
エ
ユ
に
お
い
て
問
題
で
あ
っ
た
も
の
を
政
治
に
針
し
て

も
問
い
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
序
文
の
第
二
稿
を
な
す
断
片
「
自
由
と
運
命
」
は
そ
れ
を
示
す
。

(
F
Z
5
2
2
F
}
E
r
g
-

25E}。
s
z
k
-
E
8
5・
5
5
1
1
へ

1
グ

Y
は
こ
こ
で
、

理
念
に
よ
っ
て
現
賓
の
生
を
蔑
腕
す
る
者
(
「
美
し
い
魂
」
)
も
賓
は
「
ひ
と
り

で
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
」
ま
た
車
に
自
己
の
姿
を
文
字
や
襲
術
に
表
現
し
て
そ
れ
を
楽
し
む
だ
け
で
は
足
り
ず
、
現
賓
の
生
に
お
い
て
自
己

を
見
出
さ
ね
ば
な
わ
り
ぬ
こ
と
)
を
み
と
め
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
現
賓
の
生
を
イ
デ

1
に
照
し
て
批
剣
し
破
壊
し
て
新
た
に
作
り
直
す
こ
と

へ
1
ゲ
ル
と
キ
リ

J

ス
ト
敬
(
野
田
)

一
一
七
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を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
い
わ
ゆ
る
改
革
者
の
や
り
方
は
、
生
に
針
し
て
外
か
ら
暴
カ
を
加
え
、

「
特
殊
に
封
し
て
特
殊
を
」
封

抗
さ
せ
お
き
か
え
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
ま
た
特
殊
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、

か
く
て
は
じ
め
の
意
圃
と
は
反
射
の
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
が
「
美
し
い
魂
」
の
デ
イ
レ

y
?
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
針
す
る
へ

1
グ
Y
の
解
決
は
結
局
、
運
命
を
知
る
こ
と
、
時
を
知
る
こ
と
、

で

あ
っ
た
。
現
賓
の
生
自
身
が
「
カ
と
債
債
と
を
失
っ
て
草
に
否
定
的
な
も
の
と
な
る
と
き
」
は
じ
め
て
、
生
と
イ
デ
ー
と
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ

る
。
悪
し
き
生
を
否
定
し
て
、
普
遁
性
の
債
値
を
も
っ
新
た
な
生
を
出
現
せ
し
め
る
こ
と
は
、①

 

い
か
え
れ
ば
歴
史
そ
の
も
の
が
、
特
殊
的
な
る
も
の
に
普
遁
性
の
債
値
を
輿
え
る
の
で
あ
る
。

「
意
圃
的
活
動
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
運
命
い

政
治
と
の
宥
和
を
め
ざ
す
へ

1
グ
Y
が
出
後
黙
に
お
い
て
意
識
し
て
い
た
問
題
と
解
決
の
方
向
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
問
題
は
、

イ
エ
ナ
時
代
に
次
々
に
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
へ

1
グ

Y
は
ま
づ
権
力
と
自
由
と
の
統
一
を
「
人
倫
の
樫
系
」
と
し
て

不
す
が
、

つ
い
で
そ
れ
を
歴
史
的
運
命
の
場
に
お
い
て
さ
ら
に
考
え
直
し
て
「
道
徳
性
の
園
家
」
と
い
う
べ
き
も
の
に
お
ち
つ
け
る
。
そ
し
て

そ
こ
に
お
い
て
政
治
に
針
す
る
宗
敬
の
意
義
が
再
び
侠
復
さ
れ
、

キ・

9
エ
ト
殺
の
決
定
的
な
解
稗
が
奥
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
倫
の
鰹
系
」
(
一
八
0
・
一
ザ
に
お
い
て
へ

1
グ
Y
は
そ
れ
ま
で
の
自
然
法
の
考
え
に
劃
し
て
異
論
を
呈
出
す
る
。
自
然
法
に
よ
る
園
家
理
論

で
は
、
ま
づ
人
間
の
「
自
然
妖
態
」
を
考
え
る
。
再
び
官
ッ
ク
の
考
え
を
と
っ
て
い
う
と
、
そ
こ
で
は
勢
働
と
私
有
と
が
す
で
に
現
わ
れ
、
政

治
権
力
以
前
の
枇
曾
関
係
が
、
家
族
を
こ
え
て
相
嘗
廉
く
出
来
上
っ
て
い
る
。

「
自
然
法
」
の
支
配
が
す
で
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
自
然
扶

態
に
あ
る
祉
曾
の
内
外
か
ら
の
暴
力
(
犯
罪
や
外
敵
の
侵
入
)

に
よ
っ
て
個
人
の
生
命
財
産
の
侵
害
が
起
り
、

そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
契
約
に

よ
り
政
治
構
カ
が
設
定
さ
れ
て
闘
家
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ー
ー
と
こ
ろ
で
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
こ
の
考
え
に
劃
し
て

Y
ソ

1
は
反
援
し
、

契
約
の
意
味
を
考
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
園
家
に
道
徳
的
構
威
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し

Y
ソ

1
は
、
自
然
朕
態
と
い
う
考
え
を
彼
の

流
儀
で
解
穣
し
保
存
し
た
。
孤
立
し
た
個
人
の
幸
一
臓
な
生
活
を
自
然
妖
態
の
最
初
に
置
い
て
考
え
て
い
た
。

1

1
し
か
る
に
へ

1
グ
Y

は

y
y

A
苛
E

Z

j

s

s

s布市
Z
3
霊
場
S
Z寺
泊
審
当

a叫
a
E
2
1
t抑
留
町



引一局主轟

ー
の
闘
家
の
考
え
方
を
採
り
な
が
ら
、
自
然
妖
態
の
根
抵
に
「
民
族
」
が
す
で
に
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

「
民
族
の
理
念
の
直
観
」

か
ら
出
後
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
意
味
は
、
自
然
の
作
り
出
し
た
人
間
世
界
の
最
初
の
姿
が
、
す
で
に
民
族
で
あ
り
、
孤
立
し
た
個

人
が
ま
づ
あ
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
族
の
出
現
は
、
自
然
哲
畢
の
扱
ふ
宇
宙
的
事
件
で
あ
り
、
自
然
は
「
太
陽
系
」
を
生

む
よ
う
に
「
人
倫
理
主
を
生
む
わ
で
あ
る

(
F
E
R
E
-
-
P
E
E
E肉
E
E
含

Eロ円
B
E
W
E
t
-
-ロ・

5・
50
し
か
も
こ
の
「
民
族
」
と
は

言
語
や
文
化
の
共
同
捜
で
な
く
、
原
始
的
な
纏
力
的
統
一
種
、

つ
ま
り
園
家
の
原
型
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
民
族
と
い
う
賓
館
的
な
所
奥
が
ま
づ
前
提
さ
れ
た
上
で
、
第
二
次
的
に
、
そ
の
民
族
の
原
始
的
統
一
の
分
裂
・
特
殊
化
に
よ
り

(
へ
|
グ
ル
の
用
語
て
は
「
(
民
族
の
理
念
の
)
直
観
の
概
念
の
下
へ
の
包
播
」
に
よ
り
)
、
自
然
法
撃
者
の
考
え
る
自
然
吠
態
の
祉
曾
が
「
自
然
的
人
倫
」

と
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
は
個
人
の
勢
働
に
よ
る
生
産
と
享
受
、
な
ら
び
に
そ
れ
の
赴
曾
化
従
っ
て
権
利
義
務
の
開
係
、
を
ふ
く
み
、
経
済
と

私
法
と
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
祉
舎
が
「
否
定
的
な
る
も
の
」
す
な
わ
ち
犯
罪
を
、
媒
介
と
し
て
、
再
び
原
始
的
な
民
族
の
統
一
を
侠

@
 

「
絶
射
的
人
倫
」
の
鰻
系
す
な
わ
ち
園
家
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

復
す
る
こ
と
〈
「
概
念
の
直
観
の
下
へ
の
包
揖
」
)
に
よ
り
、

こ
の
園
家
に
は
、
身
分
の
匝
別
|
|
農
民
・
商
工
人
(
市
民
)

-
武
士
(
貴
族

)
lー
が
あ
る
。
そ
し
て
農
民
は
民
族
の
原
始
的
統
一
に
直
接

な
信
頼
感
を
も
つ
が
無
知
で
あ
り
、
商
工
業
に
携
わ
る
市
民
は
有
限
な
勢
働
と
所
有
に
関
心
す
る
の
み
で
あ
り
、

た
だ
武
士
の
み
が
有
限
な
利

害
の
関
心
を
超
え
て
会
躍
の
た
め
に
献
身
す
る
。
外
敵
と
の
戟
ひ
に
生
死
を
賭
す
る
こ
と
に
よ
り
、

か
れ
ら
は
「
人
倫
の
絶
謝
的
意
識
」
に
ま

で
高
ま
り
、
そ
の
峨
労
働
は
「
絶
謝
的
勢
働
」
で
あ
っ
て
他
の
二
身
分
の
相
針
的
な
峨
労
働
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
|
|
へ

I
グ

Y
は
こ
の
人

倫
園
家
に
つ
い
て
な
お
「
統
治
」
の
理
論
を
展
開
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
以
上
の
紋
速
を
も
っ
て
し
て
明
か
な
こ

と
は
、

へ
l
グ

Y
が
、
こ
こ
で
「
ド
イ
ヅ
閣
の
統
一
」
と
い
う
考
察
の
水
準
か
ら
「
自
然
法
と
間
家
法
」
と
い
う
、

よ
り
一
般
的
な
視
野
に
う

つ
っ
て
、

一
つ
の
理
想
圏
家
の
像
を
作
り
あ
げ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
園
家
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ギ

9
シ
ヤ
都
市
圏
家
の
理

想
像
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。

へ
l

F
ル
&
キ
リ
ス
ト
教
(
野
間
)

一
一
九
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O

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
民
族
の
会
鰹
性
の
理
想
化
乃
至
は
絶
針
化
と
と
も
に
、

へ
l
グ

Y
は
さ
き
に
の
ベ
た
現
賓
の
歴
史
性
の
意
識
を
、

人
倫
樫
系
に
つ
い
て
も
保
持
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
人
倫
園
家
と
い
え
ど
も
運
命
を
も
ち
、
悲
劇
を
演
ず
る
、
と
い
う
。
そ
の
運
命
と
は
、
第

一
に
、
園
家
の
内
的
組
織
自
鰻
に
お
い
て
、
武
士
の
代
表
す
る
「
絶
射
的
人
倫
」
の
「
絶
針
的
意
識
」
が
、
市
民
や
農
民
の
「
相
針
的
人
倫
」

の
「
経
験
的
意
識
」

(
生
を
惜
し
み
財
を
愛
す
る
心
〉
を
、

一
方
で
は
否
定
し
な
が
ら
、

他
方
や
は
り
肯
定
し
存
在
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
、

と

い
う
黙
に
現
わ
れ
て
い
る
。
園
家
の
統
一
は
有
機
的
統
一
に
た
と
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
内
に
無
機
的
自
然
の
多
様
を
ふ
く
ま
ね
ば

な
ら
な
い
。

へ
1
グ

Y
は
と
れ
を
、

「
人
倫
が
非
有
機
的
自
然
に
、

自
己
の
一
部
を
犠
牲
に
供
す
る
」

こ
と
で
あ
る
と
い
い
、

そ
の
こ
と
は

「
人
倫
に
お
い
て
絶
封
者
が
永
遠
に
自
己
自
身
を
相
手
に
演
ず
る
悲
劇
」

で
あ
る
と
い
う
(
岳

-Fm-gs。
!
ー
ー
し
か
し
園
家
の
運
命
は
こ
の
よ

う
な
内
的
な
形
で
あ
る
の
み
な
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
第
二
に
、
そ
れ
自
身
で
は
絶
針
的
な
民
族
統
一
は
、
賞
は
つ
ね
に
他
の
民
族
と
の
針

立
を
も
ち
、
武
士
は
外
敵
と
戦
う
の
で
あ
る
。
民
族
は
歴
史
に
お
い
て
他
の
民
族
と
の
関
係
に
お
い
て
運
命
を
も
っ
。

へ
1
グ

Y
は
か
れ
の
晩

年
の
歴
史
哲
撃
に
展
開
さ
れ
る
「
世
界
精
神
」
と
「
民
族
精
紳
」
と
の
関
係
を
、
こ
こ
に
す
で
に
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
毛
-
岳
-m-
さ
3
0

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
運
命
の
意
識
が
へ

l
グ
Y
の
政
治
観
を
イ
エ
ナ
時
代
の
後
宇
に
、
務
化
さ
せ
て
行
っ
た
と
み
と
め
ら
れ
る
。
さ
き
に
の

J

〆

べ
た
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
の
第
二
序
文
を
も
う
一
度
思
い
起
す
な
ら
ば
、
上
の
絶
針
的
人
倫
の
原
理
の
鰹
現
者
で
あ
る
武
士
は
、
勇
気
に
ょ
っ

て
運
命
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
り
、

運
命
を
知
ろ
う
と
せ
ぬ
者
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
必
然
性
を
隼
重
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
哲
撃
者

を
、
イ
デ

1
に
生
き
る
者
の
眼
を
、
く
ら
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
倫
園
家
を
も
或
る
意
味
で
相
針
化
す
る
歴
史
的
運
命
と
の
宥
和
が
、
政

治
的
世
界
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
、
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
人
倫
園
家
を
ギ

y
シ
ャ
の
都
市
圏
家
に
か
た
ど
っ
て

描
い
た
へ

l
グ
Y
に
と
っ
て
は
、
古
代
か
ら
近
世
へ
の
歴
史
の
歩
み
を
意
味
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
近
世
園
家
の
性
格
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
政
治
の
原
理
そ
の
も
の
を
考
え
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
八

O
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
講
ぜ
ら
れ
た
「
精
神
哲
畢
」
の
手
稿
を
見
る
と
、

さ
き
の
「
人
倫
の
樫
系
」
に
お
け
る
よ
う
な
「
民
族
」



の
原
始
的
直
視
は
も
は
や
設
か
れ
て
い
な
い
。
自
然
哲
撃
に
針
す
る
精
紳
哲
墜
を
、
ま
づ
主
観
的
個
別
的
精
神
か
ら
は
じ
め
て
お
り
、

か
つ
函

法
を
論
ず
る
前
に
私
法
(
ロ
ッ
ク
に
ゐ
け
る
自
然
法
に
あ
た
る
)
を
考
え
る
。

さ
き
の
「
人
倫
の
穂
系
」
に
お
い
て
は
、
自
然
法
を
園
家
法
に
吸
牧

す
る
と
い
う
大
施
な
試
み
を
し
た
へ

1
グ
Y
は、

こ
こ
で
は
再
び
自
然
法
を
濁
立
に
み
と
め
る
態
度
に
も
ど
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
晩
年
の

「
法
哲
撃
」
に
い
た
る
ま
で
襲
ら
ぬ
考
え
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
へ

1
グ

Y
が
個
人
主
義
的
な
自
然
法
論
に
も
ど
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
な
い
。
し
か
し
原
理
に
お
い
.
て
y
y
l
の
位
置
ま
で
も
ど
っ
た
と
は
大
穂
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
園
家
の
構
成
に
つ
い
て
の
へ

l
グ
Y
の
見
方
の
襲
化
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
身
分
の
直
別
を
職
業
の
直
別
で
お
き
か
え
よ
う
と
し
、

各
職
業
、
各
個
人
が
、
そ
の
内
的
道
徳
的
心
情
に
お
い
て
、
園
家
の
普
遁
的
統
一
に
結
び
つ
く
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
身
分
の
匿
別
を
み
一

く
消
し
た
の
で
な
く
、
農
民
・
商
工
人
を
ふ
く
む
「
低
次
の
身
分
」
と
、
官
吏
・
皐
者
・
軍
人
の
属
す
る
「
公
共
的
身
分
」
と
を
分
ち
、
各
身

分
・
各
職
業
に
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
心
情
が
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、

特
に
公
共
的
身
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

個
人
が
そ
の
「
道
徳
的
心

情
」
に
よ
っ
て
、
特
殊
性
を
超
え
て
普
遁
性
に
輿
か
る
と
い
う
黙
が
、
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の

「
人
倫
」

ω5-EHr色
丹
の
原
理
に
針

し
て
「
道
徳
性
」
冨
2
丘
町
庄
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
正
確
に
カ

Y

ト
の
意
味
に
お
け
る
道
徳
性
、
す
な
わ
ち
外
的
な
「
合
法
性
」

H
h
m
t
g件
に
封
立
す
る
「
道
徳
性
」
、

で
は
な
い
。
後
述
の
「
現
象
皐
」
に
お
け
る
「
良
心
」

的
自
己
の
見
地
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
と
も

か
く
も
へ

1
グ
Y
は
、
岡
家
に
お
け
る
個
人
の
意
義
を
再
認
し
、
そ
こ
に
古
代
園
家
と
こ
と
な
る
近
世
闘
家
の
特
質
を
み
と
め
る
の
で
あ
る
。

古
代
園
家
が
概
し
て
民
主
政
の
形
を
と
る
に
針
し
て
、
近
代
園
家
は
君
主
政
を
典
型
と
す
る
、

と
い
う
か
れ
の
有
名
な
議
論
も
こ
こ
に
つ
な
が

る
。
個
人
の
内
的
自
己
の
意
義
が
政
治
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、

園
家
の
一
般
意
志
を
も
君
主
と
い
う
一

つ
の
個
別
意
志
に
よ
っ
て
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
へ

1
グ

Y
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
上
の
よ
う
な
政
治
観
の
推
移
、

「
人
倫
園
家
」
か
ら
「
道
徳
性
園
家
」

へ
の
移
り
行
き
に
臨
応
じ
て
、

へ
1
グ

Y

の
宗
教
観
は
キ

9
ユ
ト

へ
1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
敬
(
野
田
)
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敬
の
異
理
性
の
承
認
に
導
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
そ
の
聞
の
事
情
と
、
そ
の
と
き
へ

1
グ
Y
の
得
た
理
論
的
洞
察
と
を

明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
づ
事
寅
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

1

1
最
初
の
「
人
倫
園
家
」
の
考
え
に
お
い
て
は
、

宗
教
は

「
民
族
宗
敬
」
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
民
族
の
統
一
の
民
族
自
身
に
よ
る
直
観
で
あ
る
。

「
一
民
族
の
最
も
生
々
し
た
紳
は
、
そ
の

閣
の
紳
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
お
い
て
、
そ
の
民
族
に
劃
し
て
、
そ
の
純
粋
な
精
神
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
経
験
的
な
生
存
と
こ
れ
の
非
畳
一

理
性
と
不
安
定
性
と
が
、
浮
化
さ
れ
た
形
で
現
わ
れ
る
」
(
口
。
E
g
g芯自国内問。】凶

E41を
兵
二
比
・
出
。
司
S
U
E
-
∞・
ω
呂
)
0

つ
ま
り
民
族
宗
教
は
、
さ
き

に
の
べ
た
「
人
倫
の
悲
劇
」
の
意
識
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
上
の
文
章
を
営
時
の
へ

1
グ
Y
の
講
義
の
中
か
ら
記
録
し
た
?
!
ゼ
ン
ク
ラ
ン

ッ
は
、

こ
の
と
き
の
へ

1
グ
Y
の
宗
教
観
に
つ
い
て
興
味
あ
る
事
賞
を
停
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
と
き
へ

1
グ
Y
は
人
倫
の
閥
系
を
以
て

精
紳
哲
皐
そ
の
も
の
の
し
め
く
く
り
と
し
、

「
哲
皐
」
の
人
倫
圏
家
に
お
い
て
果
た
す
機
能
を
最
後
に
の
べ
る
珠
定
を
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
哲
撃
は
、
人
倫
の
異
理
の
最
高
の
賞
現
な
る
、
武
士
の
勇
ま
し
い
死
に
代
り
、
そ
れ
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
戦
い
に
生
き

残
っ
て
有
限
な
個
別
的
な
意
識
に
も
ど
っ
た
者
に
無
限
な
意
識
を
な
ほ
保
持
さ
せ
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
寅
際
の
講
義
で
は
へ

ー
グ
Y
は
こ
の
よ
う
な
哲
撃
の
役
割
り
を
の
べ
る
だ
け
で
と
ど
め
ず
、
宗
敬
に
つ
い
て
長
い
話
を
し
た
。
ま
づ
宗
敬
を
、

さ
き
の
引
用
文
の
示

し
た
よ
う
に
、
民
族
の
普
遍
的
精
神
と
、
そ
れ
が
自
ら
の
内
に
ふ
く
ま
ぎ
る
を
得
ぬ
個
別
的
意
識
ー
ー
ー
こ
れ
が
普
遍
性
に
反
抗
す
る
か
ぎ
り
罪

で
あ
り
犯
罪
で
あ
る
!
!
と
の
宥
和
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
宗
敬
的
躍
奔
の
形
で
の
宥
和
は
精
紳
に
の
み
か
か
わ
り
、
生
の

特
殊
性
を
現
賓
に
慶
棄
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、

運
命
を
襲
じ
得
な
い
。
武
士
の
戟
い
の
人
倫
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、

運
命
を
超
え
る

こ
と
す
な
わ
ち
運
命
と
宥
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
(
毛
・
岳
・
∞
・
∞
】
O
l臼叶
)
0

ブ
ラ
ン
ク
7

Y
ト
時
代
に
イ
エ
ユ
の
敬
え
と
し
て
設
か
れ
た

「
愛
に
よ
る
運
命
と
の
宥
和
」
の
代
り
に
、
こ
こ
で
は
い
わ
ば
戦
い
に
よ
る
運
命
の
超
克
、
が
設
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
宗
殺
は
、
哲
島
?

と
同
じ
く
、
武
士
の
人
倫
の
補
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
人
倫
の
鰹
系
」
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
宗
教
は
原
理
上
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

へ
1
グ

Y
は
こ
の
考
え
を
も
っ
て
、
諸
宗
敬
の
類

E 



型
を
直
別
し
批
評
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
普
混
と
特
殊
と
の
宥
和
が
け
草
純
な
同
一
性
の
形
を
と
っ
た
も
の
が
自
然
宗
教
で
あ
っ

て
原
始
的
な
自
然
崇
奔
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
の
宗
教
ま
で
を
含
み
、
帥
無
限
の
差
別
(
分
裂
〉

か
ら
出
後
し
て
相
針
的
同
一
に
達
す
る
も
の
が
、

ヨ?

ydA
ト
殺
で
あ
り
、

こ
の
キ
ソ
ユ
ト
教
に
お
い
て
カ
ト
リ
ノ
ツ
グ
殺
は
一
柳
と
自
然
と
の
宥
和
を
美
の
形
式
で
ひ
と
ま
づ
成
就
し
た
「
美
し
い
宗

敬
」
で
あ
る
が
、
そ
の
美
的
統
一
ほ
賞
は
自
然
そ
の
も
の
の
内
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
く
外
か
ら
奥
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、

プ
官

-
プ
ユ
タ
Y

一
ア
ィ
ユ
ム
に
よ
っ
て
否
定
苫
れ
る
o

し
か
し
プ

T
ア
エ
タ
ゾ
ア
イ
久
ム
は
絶
針
者
と
現
賓
と
の
宥
和
を
無
限
の
彼
方
に
憧
保
す
る
の

み
で
あ
る
。
そ
こ
で
へ

1
グ
Y
は
、
日
明
同
一
と
差
別
と
の
完
全
な
統
一
と
し
て
、
新
た
な
宗
敬
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
い
、
そ
れ
は
「
一
つ

の
自
由
な
民
族
が
現
わ
れ
、

理
性
が
自
ら
の
賞
在
性
を
一
つ
の
人
倫
的
精
神
と
し
て
再
び
見
出
し
た
と
き
に
」
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

そ
し
て
世
界
の
運
命
の
必
然
性
を
理
解
し
超
越
し
う
る
「
哲
墜
」
が
、
プ
ロ
ア
エ
タ

y
-ア
イ
メ
ム
を
、
そ
う
い
う
新
た
な
宗
敬
へ
翠
く
媒
介
と

な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
(
毛
-
会
-
∞
・
ω
ほ
l
l
g
g
o

し
か
る
に
一
八

O
五
年
の
「
道
徳
性
園
家
」
じ
却
し
て
の
宗
教
は
、
喜
一
く
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、

キ

η
ノ
ユ
ト
敬
の
三
位
一
種
の
教
義
を
異
理
と
し
て
決
定
的
に
う
け
い
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
こ
と
の
営
然
の
蹄
結
で
あ
る
が
、
宗
教

と
哲
撃
が
、
政
治
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

l
l道
徳
性
園
家
に
お
い
て
個
人
は
、
そ
の
身
分
や
職
業
に
よ

っ
て
、

た
と
え
ば
軍
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

園
家
の
組
織
に
貢
献
す
る
、

と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
内
面
的
道
徳
的
自
己
に
お
い

て
普
温
的
統
一
を
う
っ
す
の
で
あ
る
。
職
業
の
自
由
な
選
揮
が
近
世
園
家
に
お
い
て
ゆ
る
さ
れ
る
と
い
う
黙
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。
職
業
を
選
揮
す
る
自
己
が
園
家
の
中
に
容
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
特
定
の
職
業
に
と
ら
わ
れ
ざ
る
あ
り
か
た

で
普
遍
と
つ
な
が
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
園
家
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
個
別
的
自
己
と
普
遁
的
統
一
と

の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
、
絶
封
者
と
自
己
と
の
つ
な
が
り
す
な
わ
ち
宗
数
に
う
つ
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
宗
敬
は
、
個
別
的
自
己
の
底
に
紳
を

見
る
と
い
う
形
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

へ
1
グ

Y
は
そ
う
い
う
宗
殺
を
、

キ
η
ノ
メ
ト
教
に
お
い
て
見
出
し
う
る
と
考
え
る
。

い
ま
や
キ
リ
ノ

へ
1
ゲ
ル
と
キ

H
ス
ト
致
(
野
田
)

一
一一一一



五

十

周

年

記

念

論

集

一
二
四

ザ
ム
ト
敬
こ
そ
「
絶
針
宗
敬
」
で
あ
る
。
そ
の
三
位
一
穂
の
教
義
は
、
絶
針
者
が
こ
の
個
別
的
な
わ
れ
に
お
い
て
自
ら
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、

)--

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
黙
に
お
い
て
、
異
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。

へ
l
グ
Y
は
か
れ
が
キ
リ
ノ
メ
ト
数
の
本
質
と
信
ず
る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う

γ

い
い
あ
ら
わ
し
た
。

「
絶
謝
宗
救
と
は
、
紳
が
、
自
己
確
信
的
精
紳
〔
道
徳
的
精
紳
〕

の
深
み
(
吋
町
民
1
0
)

で
あ
る
、
と
い
う
知
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
紳
は
す
べ
て
の
も
の
の
自
己
な
の
で
あ
る
o

紳
は
ハ
ま
づ
〕
本
質
的
存
在
、
純
な
る
思
惟
で
あ
る
〔
父
な
る
紳
〕
o

し
か
し
こ
の
拍

象
態
を
股
し
て
神
は
現
賓
の
自
己
と
な
る
〔
紳
の
子
な
る
キ
リ
ス
ト
〕
。
紳
は
、

一
人
の
人
間
、
卑
し
い
空
間
的
時
間
的
現
存
を
も
っ
一
人
の
人
間

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
個
別
者
が
、
す
べ
て
の
個
別
者
な
の
で
あ
る
〔
聖
霊
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
聞
が
紳
の
子
と
な
る
〕
。

一
柳
の
本
性
は
人
間
の
本

性
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」

G
g
g巾円宮
μ]
辛口。
8
1
M
F
O
H
H
a
-
国
急
Z
E
R
∞・
8
0
)
O

つ
づ
い
て
キ
リ
ノ
ユ
ト
殺
が
、
東
方
の
自
然
宗
殺
や
ギ
リ
ノ
シ
ャ
の

美
的
宗
教
に
比
較
さ
れ
、

こ
れ
ら
に
お
い
て
未
だ
現
わ
れ
ざ
る
、
紳
と
自
己
と
の
つ
な
が
り
が
、

キ
リ
ノ
メ
ト
教
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
、

と
い
う
。

「
他
の
す
べ
て
の
宗
教
は
不
完
全
で
あ
る
。
他
の
宗
教
は
、
或
は
本
質
存
在
の
み
を
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
お
い
て
自
己
が
無
に
蹄
す

る
ご
と
き
恐
る
べ
き
自
然
カ
の
み
を
知
る
〔
自
然
宗
教
〕
か
、
或
は
美
わ
し
き
宗
敬
、
紳
話
的
宗
敬
と
し
て
、

本
質
存
在
〔
紳
〕
に
ふ
さ
わ
し
か

ら
ぬ
遊
戯
で
あ
っ
て
、
根
源
性
と
深
み
と
を
快
い
て
い
る
か
、

〆

ら
な
い
。
し
か
る
に
絶
射
的
宗
救
は
、
白
日
の
も
と
に
出
た
深
み
で
あ
り
、

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
深
み
と
い
う
の
は
、
知
ら
れ
ざ
る
運
命
に
ほ
か
な

こ
の
深
み
が
自
我
な
の
で
あ
る
。
」

さ
て
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ノ
ユ
ト
救
の
異
理
を
う
け
入
れ
る
こ
と
は
、

へ

1
グ
Y
が
こ
こ
で
政
治
の
彼
方
に
出
た
こ
と
、
政
治
的
秩
序
を
内
か
ら

超
出
し
て
絶
謝
者
に
い
た
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
の
か
れ
の
規
定
で
い
え
ば
、
客
観
的
精
神
を
超
え
る
絶
針
的
精
紳
の
存
在
を
み
と
め
た

こ
と
を
意
味
す
る
。

か
れ
は
い
う
「
宗
数
に
お
い
て
各
人
は
そ
の
一
般
的
自
己
の
直
観
に
高
ま
る
。

か
れ
の
生
れ
つ
き
、

か
れ
の
身
分
は
、

l土

る
か
遠
く
水
卒
線
に
接
し
て
雲
か
と
見
え
る
島
の
よ
う
に
、
沈
ん
で
し
ま
う
。

か
れ
は
君
主
と
同
格
に
な
る
。

か
れ
は
自
己
を
精
神
と
し
て
知

る
。
か
れ
は
紳
の
眼
に
お
い
て
他
の
誰
と
も
同
じ
ね
う
ち
を
も
っ
」
(
毛
・
岳
-
m
-
M
0
3
0



「
イ
エ
ユ
の
宗
敬
」
か
ら
出
後
し
つ
つ
、
政
治
と
歴
史
と
の
迂
路
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
に
は
、
上
の
よ
う

な
意
味
で
の
「
キ
η
ノ
エ
ト
敬
」
の
真
理
性
の
承
認
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
事
賓
を
確
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
へ

1
グ

y
自
身
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
誌
に
キ
リ
ユ
ト
教
が
歴
史
的
必
然
性
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
異
理
で
あ
り
、
自
己
の
哲
撃
を

か
く
て
へ

l
グ
Y
は、

そ
れ
に
託
す
る
に
足
る
、
と
考
え
得
た
か
、

と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、

わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
穣
然
と
し
な
い
。

司
キ
リ
ス
ト
救
の
存
在
の
歴
史
的
必

然
性
の
洞
察
は
直
ち
に
キ
η
ノ
ユ
ト
敬
の
異
理
の
承
認
と
は
な
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。

へ
1
グ
Y
自
身
ぺ

y
y
や
プ
ラ

γ
ク
ブ

Y

ト
の
時
代
に
貰

定
的
キ
リ
ノ
メ
ト
敬
の
成
立
と
俸
播
の
歴
史
的
事
情
を
考
え
、

す
で
に
「
時
代
精
神
」

(
の
巴
ω仲

門

同

q
N
o
E
)
を
説
明
原
理
に
採
っ
て
い
た
(
吋

va.

同長自門回目。
Z・∞・
M
M
O
)
0

し
か
し
か
れ
は
キ
リ
ユ
ト
敬
の
異
理
性
を
み
と
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
洞
察
を
近
世
に
ま
で
及
ぼ
し
、

近
世
の
道
徳
性
園
家
の
本
質
乃
至
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
時
代
精
神
が
、

キ
ydA
ト
敢
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
、
と
知
っ
て
も
、
そ
れ
が

直
ち
に
キ
η
ノ
ユ
ト
敬
の
異
理
性
の
承
認
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
い
わ
れ
な
い
。
ー
ー
ー
そ
こ
で
問
題
は
結
局
ま
た
へ

1
グ
Y

の
自
己
の
、

こ
の

と
き
に
お
け
る
あ
り
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
づ
政
治
そ
の
も
の
の
限
界
を
か
れ
が
ど
う
と
ら
え
た
か
、

と
い
う
黙
に
か

か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
イ
エ
メ
停
以
来
の
、
自
己
の
あ
り
方
の
決
定
の
つ
づ
き
で
あ
る
。

イ
エ
メ
は
、
美
し
い
魂
と
し
て
非
政
治
的
位
置
に
と
ど
ま
る
か
、

そ
れ
と
も
政
治
と
吐
曾
に
自
己
を
見
出
そ
う
と
し
て
戟
う
か
、

の
選
び
に
お
い
て
前
者
を
採
っ
た
。

へ
1
グ
Y

の
自
己
も
ま
づ
そ
の
方
に
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
，
次
い
で
か
れ
は
、

イ
エ
メ
の
避
け
た
政
治
的
運
命
と
の
戦
い
を
選
ぶ
。

し
か
し
政
治
に
自
己
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
の
途
自

身
が
、
や
は
り
そ
の
中
に
デ
イ
レ
ン
?
を
も
っ
て
い
た
)
運
命
を
知
ら
ず
し
て
戦
う
か
、
運
命
を
知
っ
て
イ
デ
ー
を
守
る
か
。
こ
の
二
つ
の
可
能

性
も
ま
た
・
次
々
に
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
最
後
に
、
イ
デ
ー
を
守
る
態
度
に
お
い
て
、
政
治
と
枇
曾
を
金
樫
と
し
て
見
限
り
、
は
じ
め
に
イ
エ
ユ

へ
l
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
敬
(
野
田
)

一
二
五
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に
お
い
て
選
ん
だ
可
能
性
へ
、
宗
敬
へ
、
も
ど
る
。

イ
エ
メ
が
己
れ
を
容
れ
ぬ
ユ
ダ
ヤ
祉
舎
に
謝
し
た
の
と
は
異
な
り
、
へ

l
グ
Y
は
ド
イ
ツ
の

政
治
に
劃
し
て
部
分
的
に
和
解
を
と
げ
得
た
が
、
や
は
り
最
後
に
は
、
「
カ
イ
ザ

1
の
も
の
は
カ
イ
ザ

l
に
」
と
い
う
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。

そ
の
カ
イ
、
ザ

i
は
ナ
ポ
レ
オ

Y

で
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

プ
ラ
ン
見
革
命
の
正
し
い
牧
拾
者
が
ナ
ポ

ド
イ
ツ
の
分
裂
態
を
救
う
も
の
も
ま
た
ナ
ポ
レ
オ

y
樫
制
で
あ
る
と
信
じ
た
。
か
れ
が
か
つ
て
ド
イ
ツ
憲
法
論
に

へ
1
グ
Y
は
グ

1
-ア
と
同
じ
く
、

レ
オ

y
で
あ
る
と
み
と
め
、

お
い
て
ド
イ
ツ
の
統
一
を
期
待
し
た
皇
帝
の
カ
は
す
で
に
砕
か
れ
、
プ
官
シ
ャ
は
ま
だ
何
ご
と
を
も
約
束
し
な
い
。

へ
1
グ
Y
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
侵
入
に
謝
す
る
い
わ
ゆ
る
愛
園
者
の
反
抗
に
お
い
て
、
奮
弊
を
守
ろ
う
と
す
る
無
盆
に
し
て
有
害
な
る
努
カ
を
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の

態
度
は
ナ
ポ
レ
オ

y
淡
落
の
日
ま
で
つ
づ
い
た
。
そ
の
波
落
の
報
を
か
れ
は
容
易
に
異
と
み
と
め
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た

(
問
。
ぉ
日
当
色
。
出
荷
己

巨同
Z
R
m
g
H
H
F
∞-
M吋

l
u∞)。

イ
エ
ナ
後
期
に
は
じ
ま
る
政
治
的
情
熱
の
冷
却
は
こ
の
よ
う
な
妖
況
で
お
こ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
「
カ
イ
ザ
l
の
も

の
は
カ
イ
ザ
l
に
」
と
い
う
積
.
極
的
な
意
味
を
も
っ
た
態
度
決
定
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。

一
八

O
七
年
に
公
け
に

g
れ
た
「
精
紳
現
象
撃
」
は
へ

1
グ
Y
の
そ
れ
ま
で
の
思
想
的
冒
険
の
経
緯
を
綾
々
と
の
ベ
た
一
種
の
告
白
書
の
趣

を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
精
紳
」
の
各
は
、
上
に
わ
れ
わ
れ
の
い
だ
い
た
疑
問
に
答
え
、
政
治
と
宗
敬
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
へ

l

〆

グ
Y
の
決
定
的
な
立
場
を
明
か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

1

1

周
知
の
よ
う
に
「
精
紳
」
の
容
は
ギ

y
シ
ャ
の
人
倫
の
悲
劇
の
絞
漣
で
は
じ

ま
る
。
都
市
圏
家
の
統
一
は
「
人
間
の
お
き
て
」
と
「
紳
の
お
き
て
」
と
の
葛
藤
に
よ
り
崩
れ
る
。
そ
し
て
生
れ
る
の
は
法
的
人
格
の
外
的
権

カ
的
統
一
と
し
て
の
ロ
マ
帝
政
の
世
界
で
あ
っ
て
、

こ
こ
か
ら
政
治
と
宗
教
と
の
開
係
の
問
題
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
寅
定
的
キ
リ
ス
ト
教

の
園
」
〉
。
そ
れ
は
政
治
的
権
力
的
統
一
と
経
済
的
財
富
の
多
様
と
の
針
立
す
る
場
で
あ
り
、

へ
l
グ
Y
は
ま
づ
付
政
治
的
世
界
の
構
造
と
動
き
と
を
辿
る
(
「
自
己
疎
外
的
精
神
」

ω「
撃
さ
現
質

雨
者
の
葛
藤
の
中
に
自
己
意
識
は
組
み
こ
ま
れ
、

が
成
立
す
る
の
は
ロ
マ
世
界
に
沿
い
て
て
あ
る
)
。

高
貴
な
り
と
見
た
も
の
が
寅
は
卑
賎
で
あ
り
、
善
と
見
た
も
の
が
寅
は
悪
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
逆
命
題
も
異
で
あ
る
、
と
い
う
経
験
を
す

政
治
的
経
済
的
現
賞
の
彼
岸
に
「
信
仰
の
園
」
を
も
っ
に
い
た
る

(ω
「
信
仰
と
純
粋
洞
見
」
)

0

る
。
助
か
く
て
分
裂
の
極
に
達
し
た
自
己
意
識
は
、



'" 

そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
賓
定
的
キ

y
ス
ト
教
の
父
・
子
・
震
の
三
位
一
関
の
意
識
で
あ
る
が
、

へ
1
グ

Y
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
ま
苫
し
く
現

賓
の
園
の
矛
盾
を
「
純
粋
意
識
」
に
う
つ
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
絶
針
賞
在
と
し
て
の
父
な
る
紳
は
、
圏
構
の
統
一
を
あ
ら
わ
し
、
そ

れ
が
有
限
な
る

E
己
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
す
な
わ
ち
子
な
る
キ
ソ
ユ
ト
は
、

闘
機
に
針
す
る
財
富
に
あ
た
り
、
人
々
の
享
受
に
供
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
現
賓
世
界
に
お
い
て
財
富
が
闘
機
に
轄
ず
る
よ
う
に
、
犠
牲
と
な
っ
た
子
な
る
紳
も
復
活
し
昇
天
す
る
の
で
あ
る
。
ー
ー
か
く
て
へ

1

グ

Y
は
政
治
的
世
界
の
内
的
矛
盾
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賓
定
的
キ

y
ユ
ト
殺
の
教
義
を
歴
史
的
に
解
稗
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
ま
だ
そ
の
敬
義
の
異
理
性
の
承
認
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
へ

1
グ
Y
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
こ
の
よ
う
な
現
賓
の
彼
岸

な
る
信
仰
の
闘
の
解
消
過
程
(
「
啓
蒙
」
)
を
辿
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

へ
l
グ
Y
の
キ
リ
ユ
ト
殺
の
異
理
性
の
承
認
の
理
由
は
、
上
に
つ
づ
く
「
啓
蒙
」
と
「
プ

-
7
y
只
革
命
と
ド
イ
ツ
」
と
の
考
察
の
中
に
見
出

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
「
信
仰
の
園
」
は
現
賞
の
「
敬
養
の
園
」
と
分
た
れ
て
い
る
が
、

こ
の
彼
岸
と
此
岸
と
の
分
裂
の
解
消
の
き
っ
か
け

は
、
信
仰
と
い
う
純
粋
意
識
が
現
寅
意
識
に
劃
し
で
も
つ
関
係
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
な
洞
見
」
の
中
に
あ
る
。
こ
の
純
紳
な
知
性
の

透
過
力
が
内
か
ら
「
信
仰
の
闘
」
を
こ
わ
し
て
ゆ
く
、
絶
針
者
は
有
限
な
事
物
と
は
異
な
る
と
い
う
知
見
が
、
偶
像
や
迷
信
を
く
づ
し
て
ゆ
く
。

残
る
も
の
は
抽
象
的
一
般
的
存
在
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
知
見
は
ま
た
「
現
賓
の
闘
L

の
上
下
の
秩
序
を
解
消
し
ゆ
き
、
現
寅
意

識
は
そ
の
基
底
へ
、
感
発
的
個
別
的
な
物
の
意
識
へ
還
元
さ
れ
る
。
啓
蒙
思
想
の
も
つ
雨
極
、

「
理
紳
論
」
と
「
唯
物
論
」
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。

し
か
る
に
こ
の
抽
象
的
一
般
者
と
感
魔
的
個
物
と
の
統
一
は
、

有
限
な
個
物
が
「
そ
れ
自
鰻
に
お
い
で
あ
る
」
(
〉

g
r
g
と
と
も
に
、

ま
た

「
他
者
と
の
開
係
に
お
い
て
あ
る
」
(
田
町
江
口
〉

E
O円
め
る
よ
う
な
世
界
で
あ
り
、

本
来
行
銭
的
な
る
自
己
意
識
か
ら
そ
れ
を
見
れ
ば
、

物
が

み
づ
か
ら

「
目
的
」

「
手
段
」

で
あ
る
よ
う
な
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
功
利
性
の
世
界
」
で
あ
る
。

で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
他
の
物
の

(

へ

l
ゲ
ル
は
棒
蒙
哲
皐
を
「
理
紳
論
」
・
「
唯
物
論
」
・
「
功
利
論
」
に
要
約
す
る
。
〈
札
・

0
5
5
E
5
M
g回
巳
岳
FEm
・
2
0
P
E
E
Z
E
E
-
E
S
α
・
同
日
当
・
)

さ
て
こ
の
よ
う
な
功
利
性
の
原
理
に
よ
っ
て
透
明
と
な
っ
た
世
界
、

ど
こ
を
と
っ
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
み
一
時
が
う
ご
く
よ
う
な
世
界
に
、
行

へ
1
ゲ
ル
と
キ

P
ス
ト
政
(
野
田
)

一
二
七
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銭
的
自
己
す
な
わ
ち
個
別
意
志
が
手
を
出
す
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
個
別
意
志
は
そ
の
ま
ま
一
般
意
志
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

Y
ソ

1
が
考
え
た
直
接
的
絶
針
的
民
主
政
の
園
家
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
切
で
し
て
人
間
の
政
治
的
経
験
に
お
い
て
、

へ
1
グ
Y
の
見

る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
プ
ラ
Y

ユ
革
命
に
貰
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
れ
は
そ
の
よ
う
な
個
別
意
志
を
「
絶
針
的
自
由
」
と
よ
ぶ
。

1

1

け
れ
ど

も
こ
の
よ
う
に
個
別
意
志
が
直
接
に
一
般
意
志
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
針
象
意
識
は
自
己
意
識
の
う
ち
に
完
全
に
解
消
さ
れ
て
お
り
、
意
志
の

後
動
に
よ
っ
て
針
象
世
界
に
何
も
の
も
つ
く
り
出
さ
れ
な
い
。
あ
る
も
の
は
た
だ
、

お
の
お
の
一
般
意
志
た
る
こ
と
を
標
棒
す
る
個
別
意
志
の

相
互
否
定
の
み
で
あ
る
。
絶
謝
的
自
由
の
働
き
は
も
っ
ぱ
ら
「
否
定
」
で
あ
る
。
個
人
の
「
無
意
味
な
死
」
で
あ
る
。

「
絹
針
的
自
由
」
の
世

界
は
「
恐
怖
の
世
界
」
で
あ
る
。

は
じ
め
プ
ラ
Y

ス
革
命
に
共
感
す
る
共
和
主
義
者
で
あ
っ
て
、

官
ぺ
ユ
ピ
エ

l
Y
の
恐
怖
政
治
を
見
る
に
及
ん
で
穂
向
す
る
、

と
い
う
経
験

は
、
蛍
時
の
世
代
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
黙
に
お
け
る
へ

1
グ

Y
の
思
想
の
う
ご
き
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

か
れ
の
同
時
代
人
よ
り
も
、

か
れ
に
匹
敵
す
る
思
想
家
と
し
て
十
七
世
紀
の
清
敷
革
命
に
劃
し
た
ホ
ッ
プ
ユ
、

ブ
ロ
ン
ド
の
鋭
に
針
し
た
バ
ス

ホ
ッ
プ
ユ
は
内
飢
の
も
た
ら
す
無
意
味
な
死
に
謝
す
る
怖
れ
が
、
圏
構
の
絶
射
性
承
認
と
い
う
知
慧
に
嘗
然
導

く
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
た
。
バ
ユ
ヵ

Y
は
政
治
に
お
け
る
自
己
愛
見
を
み
一
く
断
念
し
て
、
致
、
仮
宗
敢
に
身
を
投
じ
た
。

ヵ
Y
、
を
む
し
ろ
想
起
す
る
。

へ
1
グ
Y
の
と
っ
た
の

は
爾
者
の
中
間
に
位
置
す
る
途
で
あ
る
。

「
現
象
撃
」
の
寸
絶
射
的
自
由
と
恐
怖
」
の
章
を
立
ち
入
っ
て
讃
ん
で
み
る
と
、

へ
1
グ
Y
の
考
え
で
は
、

「
恐
怖
」
政
治
下
の
「
死
」
と

い
う
も
の
は
、
自
己
意
識
の
力
が
現
賓
の
政
治
的
経
済
的
世
界
と
彼
岸
の
信
仰
の
閣
と
を
透
明
に
一
枚
に
し
て
行
っ
た
極
貼
に
、
自
己
自
身
の

否
定
性
を
直
観
す
る
に
至
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る

q
g
i
t
F
a
-
E
S
E
-
3
0
こ
の
へ

l
グ

Y
の
解
稗
を
推
せ
ば
、

「
無
意
味
な
死
」
の

無
意
味
と
は
、
例
え
ば
武
士
が
名
血
管
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
よ
う
な
、
特
殊
な
内
容
を
も
は
や
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
に
待
つ
と

こ
ろ
な
き
死
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
絹
針
的
自
由
は
、

お
よ
そ
政
治
的
過
程
の
極
限
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
治
的
過
程
は
こ



選

こ
に
い
た
れ
ば
ま
た
引
き
か
え
し
て
「
敬
養
」
と
「
啓
蒙
」
と
を
く
り
か
え
す
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
か
の
「
極
限
」
の
呈
示
す
る
異
理

は
、
政
治
を
こ
え
た
道
徳
性
と
宗
敬
と
の
場
に
お
い
て
、
保
存
さ
れ
展
開
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

あ
っ
た
。
|
|
「
現
象
撃
」
の
本
文
に
は
い
う
、
現
貰
精
神
は
、

へ
!
グ

Y
の
選
ん
だ
途
は
そ
う
い
う
も
の
で

こ
の
絶
針
的
自
由
に
お
け
る
自
己
の
否
定
性
の
直
視
に
よ
り
、

い
い
か
え
れ

ば
死
の
お
そ
れ
の
輿
え
る
知
慧
に
よ
り
、
ふ
た
た
び
身
分
や
職
業
の
匿
別
を
も
っ
有
機
的
慢
制
と
い
う
出
後
黙
に
つ
き
も
ど
さ
れ
、
数
養
の
遁

程
を
く
り
か
え
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
V

精
神
は
現
質
的
世
界
の
「
必
然
性
の
環
」
を
新
た
に
経
め
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

絶
封
的
自
由
の
異
理
は
も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
。

か
の
否
定
性
の
直
観
、
死
の
直
観
が
、
直
ち
に
絶
針
的
肯
定
性
に
轄
じ
て
生
き
る
の
は
、
「
あ

た
か
も
現
賓
の
園
が
信
仰
と
洞
見
の
園
に
移
行
し
た
よ
う
に
」
自
己
破
壊
的
な
現
寅
か
ら
「
自
己
意
識
的
精
紳
の
他
の
園
」

ヘ
ャ
つ
つ
つ
て
の
こ

と
で
あ
る
。
|
|
政
治
が
極
限
に
ゆ
き
あ
た
っ
て
「
元
に
つ
き
も
ど
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」
、

「
必
然
性
の
環
を
ま
た
め
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
」
(
∞

-so)
と
い
う
、
係
件
法
で
書
か
れ
た
文
章
が
、

「
カ
イ
ザ

1
の
も
の
は
カ
イ
ザ

1
に
」
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
イ
エ
ユ
と

異
な
り
ま
た
バ
久
カ

Y
と
も
異
な
っ
て
、
政
治
の
可
能
性
の
全
種
を
見
き
わ
め
そ
れ
と
和
ら
ぎ
得
た
と
信
ず
る
へ

1
グ
Y
は、

①
 

わ
ら
か
に
後
一
音
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
の
一
句
を
や

そ
れ
で
は
「
絶
射
的
自
由
」
の
真
理
が
そ
こ
に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
「
他
の
園
」
と
は
何
で
あ
る
か
。

プ
ラ
ン
メ
に
謝
す
る
ド
イ
ツ
が
暗
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
へ

1
グ
Y
が
見
ょ
う
と
し
た
の
は
、
良
心
的
自
己
の
共
同
種
で
あ
る
。
ー
ー

へ
1
グ
Y
は
こ
こ
で
ブ
ラ
ン
ク
プ

Y
ト
時
代
以
来
何
度
目
か
の
カ
ン
ト
・
プ
ィ
ヒ
ア
の
批
剣
を
ま
づ
お
こ
な
う
。

か
れ
ら
の
「
要
請
の
形
市
上

撃
」
が
批
評
せ
ら
れ
る
。
そ
の
論
の
細
部
を
も
は
や
讃
む
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
論
は
、

カ
プ
ト
や
プ
イ
ヒ
ア
の
理
解
す
る
義
務
の
道
徳

と
そ
れ
の
寅
現
可
能
性
の
要
請
(
つ
ま
り
遺
徳
的
世
界
支
配
者
と
し
て
の
紳
の
存
在
の
要
請
)
と
を
も
っ
て
し
て
は
、
貰
は
道
徳
的
行
儀
は
可

能
で
な
い
、

と
い
う
に
あ
る
。
義
務
の
課
す
る
蛍
矯
を
ま
じ
め
に
と
れ
ば
そ
れ
は
行
矯
に
お
い
て
現
賓
化
で
き
ぬ
彼
岸
の
理
想
で
あ
り
、
そ
れ

が
(
神
の
存
在
の
要
請
の
下
に
)
行
矯
的
に
貰
現
で
き
た
と
き
に
は
賞
は
は
じ
め
義
務
の
要
求
し
た
と
こ
ろ
と
は
ち
が
っ
た
行
矯
な
の
で
あ
る
。

〈

1
ゲ
ル
と
キ
刊
ノ
ス
ト
歌
(
野
田
)

一
二
九
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O

l
lそ
れ
ゆ
え
異
賓
な
行
儀
は
、
外
に
も
内
に
も
義
務
と
現
賓
と
の
二
元
を
超
え
た
自
己
、
す
な
わ
ち
良
心
的
自
己
に
し
て
は
じ
め
て
よ
く
す

る
の
で
あ
る
。
法
則
の
た
め
に
自
己
が
あ
る
の
で
な
く
自
己
の
た
め
に
法
則
が
あ
る
こ
と
が
、
内
的
確
信
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
自
己
、
そ
れ

が
良
心
、
自
己
確
信
的
精
神
、

で
あ
る
。

さ
て
こ
の
良
心
的
自
己
は
自
ら
の
個
別
的
行
焦
が
直
接
に
普
遁
性
を
も
つ
こ
と
を
確
信
し
こ
れ
を
他
の
自
己
に
針
し
て
断
言
す
る
。
そ
し
て

す
で
に
こ
の
自
己
を
外
か
ら
規
定
す
る
お
き
で
は
消
失
し
て
い
る
か
ら
、
個
別
的
行
矯
は
そ
の
断
言
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
お
い
て
普
温
性
を

得
る
の
で
あ
る

0
1
1け
れ
ど
も
ま
さ
に
こ
の
黙
に
お
い
て
、
良
心
的
自
己
に
は
、
普
遍
と
個
別
と
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

は
ち
、

一
方
で
は
個
別
的
行
銭
を
直
接
な
自
愛
性
を
も
っ
て
寅
現
す
る
自
己
と
、
他
方
で
は
こ
の
行
鋳
を
美
し
い
こ
と
ば
に
よ
っ
て
普
遁
的
に

承
認
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
自
己
と
、

の
分
離
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
自
己
は
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
、

一
ま
固
刊
生
・
一
丁
喬
こ

-
I
T
，s什
』

E
ノ
・
町
t
a
'
'
A
S
A
A
L胃

住
し
、
他
は
普
遁
性
・
観
照
に
往
す
る

(
こ
れ
が
「
美
し
い
魂
」

で
あ
る
)
。

一
は
賞
行
す
る
者
、
他
は
批
評
す
る
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

二
つ
が
封
立
す
る
か
ぎ
り
、
雨
者
は
い
づ
れ
も
他
に
針
し
て
惑
に
お
ち
罪
を
犯
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
賞
行
す
る
者
は

倒
別
性
を
固
執
す
る
黙
に
お
い
て
惑
で
あ
り
、
そ
れ
を
普
遁
的
な
る
も
の
と
し
て
敢
て
断
言
す
る
な
ら
ば
偽
善
を
犯
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ず
、
批
評
す
る
者
も
ま
た
、
相
手
の
個
別
的
心
理
的
意
圃
の
み
に
関
心
し
、
賓
行
の
と
も
な
わ
ぬ
こ
と
ば
を
吐
き
つ
つ
お
の
れ
を
妥
嘗
さ
せ

ょ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
偽
善
と
惑
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
双
方
に
お
け
る
自
費
が
良
心
的
自
己
の
共
同
開

を
成
立
さ
せ
る
。
お
の
れ
の
惑
を
告
白
し
、
相
手
の
悪
を
赦
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
紹
針
的
な
宥
和
が
到
達
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
告
白

と
赦
し
と
に
お
い
て
絶
針
的
精
神
が
、
良
心
的
自
己
の
聞
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
く
の
解
穣
者
が
注
す
る
よ
う
に
、
こ
の
良
心
的
自
己
の
共
同
馳
胞
を
考
え
る
と
き
へ

1
グ

Y
は、

ヤ
コ

l
ピ、

シ
ュ
一
フ
イ
エ

Y

?

ッ

へ

Y
、

ノ
ザ
ァ

1
9
4
A
を
、
そ
し
て
或
い
は
へ

Y
グ
ヮ

1

Y
を
も
、

つ
ま
り
廉
義
に
お
け
る
ロ
マ

y
主
義
者
を
、
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
は
明
か
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
お
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
黙
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
こ
の
良
心
の
闘
に
お
い
て
、



ー明

へ

1
グ

Y
は
か
つ
て
イ
エ
ユ
の
宗
敬
と
し
て
の
べ
た
究
極
的
宥
和
の
要
求
を
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ

1
グ

Y
が
究
極
的
な
和
ら
ぎ
を
い

か
な
る
も
の
と
考
え
た
か
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
罪
の
傷
を
あ
と
か
た
な
く
い
や
し
、
悔
い
や
や
ま
し
さ
を
残
さ
ぬ
こ
と
、

起
っ
た
こ
と
を
も
起
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
し
う
る
こ
と
、

で
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
「
生
」
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

い
ま

は
「
精
神
」
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

「
精
神
の
傷
は
痕
を
残
さ
ず
に
癒
え
る
。
行
矯
は
消
え
な
い
も
の
で
な
く
、
精
神
に
よ
っ
て
と

り
も
ど
さ
れ
う
る
」

(m
・当。
)

0

「
精
紳
は
・
:
あ
ら
ゆ
る
行
矯
と
現
賓
と
を
支
配
し
、
そ
れ
ら
を
棄
て
去
り
そ
れ
ら
が
起
ら
な
か
っ
た
も
の
た
ら

し
め
う
る
」
(
∞
・
怠
む
)
。

こ
れ
を
認
め
よ
う
と
せ
ぬ
こ
と
、
そ
れ
が
罪
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、

イ
エ
メ
の
・
宗
殺
は
こ
こ
に
、

運
命
と
し
て
の

政
治
的
世
界
と
の
針
決
を
通
じ
て
、

赴
曾
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

美
し
い
魂
の
数
園
が
究
極
の
祉
曾
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

へ

1
グ

Y
の
政
治
と
の
宥
和
は
政
治
の
世
界
そ
の
も
の
を
極
集
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
個
別
意
志
と
一
般
意
志
と
の
統
一

の
異
理
を
、

へ
1
グ
Y
は
良
心
の
闘
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
)

へ
1
グ

Y
が
か
つ
て
運
命
に
針
慮
す
る
イ
エ
ユ
の
態
度

と
し
て
銘
記
し
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
自
己
の
樺
利
の
要
求
を
す
て
て
運
命
に
自
己
を
開
放
す
る
こ
と
は
、
良
心
的
自
己
の
相
互
の
告
白
と
赦

し

に
お
い
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
|
|
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
良
心
の
共
同
捜
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
「
イ
エ
ユ
の
宗
敬
」
こ
そ
、

へ
1
グ

y

に
と
っ
て
「
キ

y
只
ト
数
」
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

へ

1
グ

Y
は
良
心
的
自
己
の
共
同
穏
に
自
ら
を
お
い
て
、
諸
々
の
宗
殺
の
吟
味
に
か
か
る
。
良
心
的
自
己
の
行
矯
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
絶

針
精
紳
を
再
認
で
き
る
よ
う
な
宗
数
が
、
異
質
な
宗
教
な
の
で
あ
る
。
東
方
の
自
然
宗
敬
、
ギ
リ
ノ
ジ
ャ
の
美
的
宗
教
、

平
」
ミ
J

、
ァ
L
ふ
B

晶、

t
E
才
し
-
i
t
y

絶
針
者

と
自
己
と
の
結
び
つ
き
が
ま
だ
完
全
で
は
な
い
。
自
然
の
生
物
に
お
い
て
現
わ
れ
る
神
、
美
し
い
彫
像
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
紳
、

は
ま
だ
自

己
そ
の
も
の
に
現
わ
れ
る
神
で
は
な
い
。

だ
か
ら
そ
の
紳
は
自
己
に
は
知
ら
れ
ぬ
暗
い
運
命
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
キ

y

(
l
uリ
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
(
野
田
)

一一一一
一
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ユ
ト
敬
に
お
い
て
は
じ
め
て
良
心
の
自
己
そ
の
も
の
に
現
わ
れ
る
紳
が
あ
る
。

-
キ
リ
ス
ト
教
は
、
紳
が
自
己
と
し
て
全
面
的
に
あ
ら
わ
に
な
っ

て
い
る
宗
教

O
R
g
g諸
問
。
ロ
柱
。
ロ
で
あ
る
。

へ
1
グ
Y

は
一
柳
が
人
間
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
「
受
肉
」
の
中
心
的
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
た
。
紳
が
自
己
意
識
的
責
在
と

し
て
、
現
賓
の
個
別
的
人
間
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
紳
が
そ
の
本
質
を
、
隠
す
こ
と
な
く
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、

「
意
識
に
と
っ
て
、
そ
の
針
象
の
中
に
何
か
不
可
解
な
も
の
が
あ
る
の
は
、
針
象
が
意
識
に
と
っ
て
或
る
他
者
ま
た
は
外
的
な
も
の
で

あ
る
場
合
で
あ
り
、
封
象
の
己
れ
自
身
で
あ
る
こ
と
を
意
識
が
知
ら
ぬ
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
絹
針
賞
在
が
精
紳
と
し
て
意
識
の
封
象
と
な
る

不
可
解
さ
は
消
え
う
せ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
と
き
針
象
は
意
識
へ
の
関
係
に
お
い
て
ト

b
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
が

場
合
に
は
、

艶
象
の
う
ち
に
直
接
に
己
れ
を
知
る
か
ら
で
あ
る
」

(
E
E
g
g。zmFm-m留
)ol--
へ
1
グ

Y
の
キ

9

エ
ト
教
の
見
方
は
、
「
キ
ソ
エ
ト
教
は
紳
秘
的

な
ら
ず
」

n
R
Z
E
E守
口
。
昨
日
百
件
。
ユ
ocω

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

か
れ
に
と
っ
て
バ
エ
カ

Y
の
宗
教
、
「
隠
れ
た
神
」
(
巴

2ω
与
ωgE-Eω

〉

の
キ
η
ノ
ユ
ト
殺
は
、
異
質
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
不
幸
な
意
識
」
の
宗
敬
で
あ
っ
て
、
主
人
と
奴
隷
の
支
配
関
係
の
表
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
紳
の
超
越
性
を
否
定
し
、
内
在
性
に
徹
底
す
る
こ
と
、

「
幸
福
な
意
識
」
の
も
つ
宗
敢
に
い
た
る
こ
と
が
、

へ
1
グ

y

の
は
じ
め
か
ら
の
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
は
、

「
イ
エ
ユ
の
宗
教
」
か
ら
「
キ
η
ノ
久
ト
数
」
に
ま
で
準
ん
だ
へ

1
グ
Y

に
と
っ
て
も
襲
ら

ず
維
持
さ
れ
て
い
る
。

父
な
る
紳
は
子
に
お
い
て
あ
ら
わ
で
あ
る
。

へ
1
グ

Y
の
無
遠
慮
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、

父
な
る
紳
は
「
抽
象
態
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
股
し

て
現
賓
的
自
己
、

一
人
の
人
間
、

と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紳
は
異
質
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
へ

l
グ

y

が
、
紳
の
子
キ

9
見
ト
に
劃
し
て
距
離
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
す
べ
て
の
個
人
が
キ
リ
ノ
久
ト
に
お
い
て
自
己
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
紳
は
あ
ら
わ
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
o
l
l
l
キ
リ
ユ
ト
が
人
間
の
罪
を
嫡
う
者
で
あ
る
と
い

う
意
識
、
す
べ
て
の
人
に
罪
が
あ
り
た
だ
イ
エ
只
の
み
罪
な
く
し
て
罪
を
照
っ
た
と
い
う
意
識
は
、

へ
l
グ

Y
に
は
存
し
な
い
。

キ
η
ノ
メ
ト
の



F 司唱

死
と
復
活
と
は
、
感
発
的
個
別
性
が
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。

「
か
れ
は
直
接
的
に
現
在
す
る
紳
で
あ
る
が
、
そ

の
ゆ
え
に
彼
の
存
在
は
既
存
に
う
つ
っ
て
ゆ
く
」
(
∞
-
S
H
)
0

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
よ
む
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
再
び
ブ
ラ
シ
ク
7

Y

ト
時
代
の
へ

ー
グ
Y
の
イ
エ
ユ
に
お
け
る
自
己
解
稗
を
想
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

イ
エ
ユ
は
人
間
と
し
て
へ

l
グ
Y
の
異
近
に
居
た
の
で
あ
り
、

イ
エ
メ
が
み
マ

y
d
A
ト
と
な
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
襲
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
へ
ト
グ
ル
に
と
っ
て
人
間
イ
エ
メ
は
結
局
紳
の
子
キ

9

ユ
ト
と
な
ら
ず
に
お
わ
9

た
の
で
は
な
い
の
か
。

は
じ

め
に
の
べ
た
よ
う
に
プ
ラ
ソ
ク
プ

Y
ト
の
時
代
に
へ

1
グ
Y
は、

イ
エ
ユ
自
身
の
生
死
を
、

イ
エ
ユ
自
身
の
敬
え
を
も
っ
て
理
由
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

イ
エ
ユ
の
生
死
を
悲
劇
と
見
、

イ
エ
ユ
の
受
け
た
運
命
を
、
生
に
内
在
的
な
否
定
面
と
い
う
意
味
の
運
命

よ
り
も
庚
く
と
っ
て
、
各
な
き
者
を
も
罰
す
る
ご
と
き
無
限
な
運
命
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
運
命
を
政
治
に
つ
い
て
歴
史
的
運
命
と

し
て
考
察
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
政
治
の
彼
方
に
出
た
へ

1
グ
Y
は
、
改
め
て
イ
エ
ユ
の
運
命
を
い
か
に
解
す
る
の
か
。

l
lそ

れ
は
父
な
る
紳
の
個
別
性
に
お
け
る
自
己
責
現
を
、
世
界
創
造
に
ま
で
ひ
ろ
げ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
奥
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
紳
は
他
在

に
お
い
て
自
己
を
見
る
た
め
に
ま
づ
「
自
然
」
と
し
て
現
わ
れ
、
自
然
は
、
自
己
自
身
の
中
に
こ
も
る
こ
と

(
H
:
5
m
o
r
g
)
l
l自
然
の
生

命
が
知
性
を
も
っ
に
至
る
こ
と
ー
ー
に
よ
っ
て
「
悪
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
か
し
惑
は
「
善
」
に
針
し
で
あ
り
、
紳
的
貰
在
の
直
接
表
現
と

し
て
善
の
原
理
も
ま
た
世
界
に
共
存
す
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
善
の
原
理
で
あ
っ
た
天
使
の
墜
落
も
ま
た
起
る
。

こ
の
善
と
惑
と
の
争
い
の
決

定
的
な
瞬
間
に
、
善
な
る
「
神
の
子
」
イ
エ
メ
と
悪
な
る
「
人
の
子
」
(
へ
!
グ
ル
は
「
人
の
子
」
を
こ
う
解
す
る
)
と
の
艶
立
が
現
わ
れ
る
の
で
あ

る。

へ
1
グ
Y
は
大
穂
ヤ
コ
プ
・
ぺ

1
メ
に
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と
り
、

こ
の
よ
う
な
扶
況
に
お
い
て
イ
エ
ユ
は
自
ら
の
正
義
の
要
求

を
す
て
て
惑
と
和
ら
ご
う
と
し
た
、

と
考
え
る
。

か
く
て
運
命
に
謝
し
て
自
ら
を
開
く
美
し
い
魂
と
し
て
の
イ
エ
エ
は
、

い
ま
や
白
磁
的
に
自

ら
を
す
て
て
惑
を
赦
す
キ
リ
ユ
ト
と
な
る
。

つ
ま
り
善
悪
の
抗
争
す
る
世
界
過
程
を
運
命
と
し
て
も
つ
こ
と
に
よ
り
、

イ
エ
ユ
は
キ

y
d
A
ト
と

な
る
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
・
と
キ

uJ
ス
ト
敬
(
野
田
)

一
一一一一一
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覧
は
、
紳
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
世
界
過
程
自
身
が
神
の
自
己
責
現
の
過
程
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
キ
ク
ユ
ト
・
イ
エ
久
の
自
己
放
棄
も
、
畢

「
他
在
」
従
っ
て
「
子
」
と
し
て
の
形
に
お
い
て
は
、
な
ほ
そ
の
本
質
〈
即
ち
「
他
在
に
お
い
て
自
己
を
見
る
」
と
い
う
「
精

紳
」
〉
を
十
分
に
賞
現
し
て
お
ら
な
い
、

れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
他
在
は
本
質
的
に
自
己
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、

「
こ
の
郎
自
存
在
〔
こ
こ
て
は
上
の
「
他
在
」
が
「
人
の
子
」
と
「
紳
の
子
」
と
に
分
れ
、
後
者
は
紳
の
子
で
あ
っ
て
即
自
存
在
と
規
定
さ
れ

と
い
う
こ
と
、

に
蹄
せ
ら

る
〕
の
運
動
は
自
由
意
志
的
行
矯
で
あ
る
と
表
象
せ
ら
れ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
が
己
れ
を
外
化
し
放
棄
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
性
は
、

郎
自
存
在
が
、
ま
さ
に
た
だ
針
立
に
お
い
て
の
み
か
か
る
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
異
質
の
存
立
を
も
た
な
い
、
と
い
う
概
念

の
う
ち
に
存
す
る
」

(EE。
5
患
を
ぬ
∞
・
誌
。
)
0

イ
エ
ユ
の
死
が
、
或
る
意
味
で
自
然
死
の
ご
と
く
へ

1
グ
Y
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
の
は
、

こ
の
よ

う
な
概
念
的
必
然
性
に
お
い
て
そ
れ
を
解
畑
侍
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
他
在
の
止
揚
、
特
に
イ
エ
ユ
の
死
、
を
介
し
て
あ
ら
わ
れ
る
絶
針
者
の
異
理
は
何
で
あ
る
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
霊
」
す
な
わ

ち
「
精
神
」
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
神
は
、
数
閣
の
意
識
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
震
」
と
し
て
、

よ
り
異
質
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

「
子
」
は
「
霊
」

に
お
い
て
、
否
定
さ
れ
つ
つ
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
エ
メ
と
い
う
「
個
人
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
と
敬
圏
の
意
識
と
の
結
合
が
、
す
な

わ
ち
か
れ
が
敬
圏
に
針
し
て
何
で
あ
る
か
が
、
精
神
の
完
全
な
全
髄
を
な
す
の
で
あ
る
」
(
∞
・

αg。
へ
1
グ
Y
に
お
い
て
は
さ
き
に
父
な
る
紳

tJ). 

「
隠
れ
た
神
」
と
し
て
の
性
格
を
も
た
ず
、

一
つ
の

「
抽
象
」
と
し
て
、
人
間
の
形
を
と
っ
た
子
な
る
紳
に
止
揚
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ

た
よ
う
に
、
子
な
る
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
、
霊
の
中
に
止
揚
さ
れ
、
そ
こ
に
異
質
に
あ
る
、

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
敬
圏
の
震
に
お
い
て
紳
の
異
質
が
あ
る
と
い
う
こ
の
考
え
も
、

へ
1
グ

Y
で
は
、
普
通
の
意
味
で
の
キ
ソ
ユ
ト
数
と
は
よ
ほ

ど
ち
が
っ
た
形
を
と
る
。
キ

ydA
ト
は
紳
の
子
と
し
て
復
活
し
昇
天
し
た
が
、
罪
人
な
る
人
間
は
、

を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
人
間
は
紳
と
の
究
極
の
和
ら
ぎ
に
至
り
う
る
、
と
い
う
の
が
、
通
常
の
意
味
の
「
キ
ク
ユ
ト
敬
」
で

キ
ydA
ト
の
救
い
を
信
じ
つ
つ
世
の
終
り



あ
っ
て
、
そ
の
方
か
ら
見
れ
ば
、

へ
1
グ

Y
の
い
う
霊
に
お
け
る
宥
和
は
、
世
の
終
り
の
裁
き
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
、

と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
へ

1
グ

Y
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
考
え
は
「
不
幸
な
意
識
」
の
い
だ
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
う
い
う
終
.

末
論
を
克
服
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
か
れ
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ノ
見
ト
数
圏
に
お
い
て
、
個
人
の
自
己
と

紳
と
の
究
極
的
宥
和
が
遠
く
距
っ
た
未
来
の
こ
と
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
他
の
自
己
(
キ
リ
ス
ト
)
が
成
就
し
て
く
れ
た
宥
和
が
遠
く
距
つ

た
過
去
の
こ
と
と
し
て
現
象
す
る
の
と
同
じ
く
、
未
だ
異
理
の
十
全
な
表
現
で
は
な
い
。
教
圏
に
お
い
て
す
で
に
即
自
的
に
完
全
な
宥
和
が
成

立
し
て
い
る
、
と
い
う
自
費
に
い
た
る
べ
き
な
の
で
あ
る
o
l
-
-
結
局
へ

1
グ

Y
の
と
ら
え
た
絶
針
的
宗
教
と
し
て
の
キ
ソ
ス
ト
教
は
、
特
殊

な
意
味
で
の

「
震
の
宗
敬
」
と
し
て
の
キ
リ
ノ
ユ
ト
敬
で
あ
る
。

へ
1
グ

Y
自
身
が
明
か
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
ヤ
コ
プ
・
ぺ

1
メ
の
キ
リ
ノ

ユ
ト
敬
で
あ
る
が
、
な
ほ
ほ
か
に
似
た
も
の
を
求
め
れ
ば
、

湖
っ
て
十
二
世
紀
の
ジ
ョ
ア
キ

1
ノ
・
デ
ィ
・
プ
ィ
ォ

1
-フ
の
「
永
遠
の
一
順
一
菅
」

の
異
端
に
つ
な
が
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

レ
ッ
ジ
ン
グ
も
晩
年
に
同
じ
よ
う
な
キ
ソ
ユ
ト
敬
解
稗
に
い
た
っ
て
い
た
と
み
と
め
ら
れ
る

(HhMgmw
開円
N

山岳
E
m
色
。
凶
冨
g
R
V日
間
虫
色
ユ
RHHFω

∞∞司・
)

0

良
心
的
自
己
の
共
同
種
と
い
う
基
準
を
も
っ
て
へ

l
グ
Y
は
キ
ク
エ
ト
教
を
異
な
り
と
し
、

キ
リ
ノ
久
ト
殺
を
右
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
た
。
そ
こ
で
最
後
に
考
え
る
べ
き
問
題
は
、

こ
の
よ
う
な
「
キ

9
ユ
ト
敬
」
と
「
哲
撃
」
と
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
に
の

べ
た
よ
う
に
へ

1
グ

Y
の
答
え
は
、

キ
リ
ノ
エ
ト
敬
が
「
表
象
」

の
形
で
示
し
て
い
る
こ
と
を
哲
撃
は
「
概
念
」
的
に
把
盤
す
る
、

と
い
う
の
で

あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

へ
l
グ

Y
が
「
哲
皐
」
の
地
盤
を
「
概
念
」
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
こ
と
に
も
歴
史
が
あ
り
、

「
概
念
」

の
意
味
そ
の
も
の
に
推
移
が

あ
る
。
大
韓
の
こ
と
を
い
え
ば
、

イ
エ
ナ
時
代
の
初
め
ま
で
は
、
哲
墜
を
も
っ
ぱ
ら
概
念
に
も
と
づ
け
る
と
い
う
考
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
見
た
例
で
は
、

「
人
倫
の
慢
系
」
に
お
い
て
、

イ
デ

1
の
全
髄
を
把
援
す
る
の
は
「
直
視
」
で
あ
っ
て
、

「
概
念
」
は
特
殊
性
・

へ
1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
(
野
田
)

一
三
五
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分
裂
を
あ
ら
わ
す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
イ
エ
ナ
後
期
に
い
た
る
と
、

「
概
念
」
の
意
味
は
ひ
ろ
く
な
り
、
さ
き
に
「
直
観
」
に
委
ね

ら
れ
て
い
た
み
一
種
性
・
個
別
性
の
契
機
を
も
ふ
く
む
に
至
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
具
髄
的
普
遁
」
と
し
て
の
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
意
味
で
の
「
概
念
」
が
哲
皐
の
地
盤
で
あ
る
と
み
と
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

一
般
に
、
「
事
術
」
は
「
直
観
」
し
、
「
宗
教
」
は
「
表
象
」

し

「
哲
墜
」
は
「
概
念
」
す
る
、

と
い
う
考
え
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る

C
8
2
5
如
何
色
匂

Eos-号
戸
∞
・

M
g・
M
g・日間
)
0

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
、

キ
η
ノ
ユ
ト
敬
を
、
宗
激
的
「
表
象
」
か
ら
哲
撃
的
「
概
念
」
に
う
っ
す
と
い
う
こ
と
は
、

具
鰭
的
に
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
の
ベ
た
数
圏
に
お
け
る
宥
和
を
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ノ
ユ
ト
数
囲
に
お
け
る
個
人
と
、
数
圏
の
普
遍
的
意
識
と
し
て
霊
化
さ
れ
た
キ

y
Z
ト、

と
の
関
係
に
お
い
て
、
個
人
の
も
つ
キ
リ
ノ
ユ
ト
の

表
象
が
概
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

o
l
l
l敬
圏
に
お
い
て
、

れ
る
。
人
々
は
「
彼
を
見
た
の
で
あ
り
聞
い
た
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
」

イ
エ
メ
の
死
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
費
的
現
在
は
失
わ

そ
こ
で
イ
エ
ユ
の
像
は
、

感
凪
丸
か
ら
失
せ
る
が
表
象
に
お
い

て
生
か
さ
れ
る
。

イ
エ
ユ
を
過
去
の
人
と
し
て
想
起
し
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
は
紳
と
の
つ
な
が
り
を
絶
え
ず
新
た
に
す
る
。
こ
れ

が
敬
圏
に
お
い
て
「
キ
η
ノ
ユ
ト
敬
」
と
し
て
質
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
へ

1
グ

Y
は
い
う
、

「
過
去
と
遼
離
と
は
、
も

の
の
直
接
な
あ
り
方
が
媒
介
さ
れ
る
(
い
い
か
え
れ
ば
普
遍
的
に
定
立
さ
れ
る
)
形
式
と
し
て
は
、

不
完
全
な
形
式
で
あ
る
」

(
E
g
g
g♀
。
事
∞
・
0

臼
)
0

そ
れ
は
「
表
象
」
(
「
感
受
的
直
接
態
と
思
惟
と
の
混
合
的
結
合
」
)
に
す
ぎ
な
い
。

「
こ
の
表
象
の
形
式
は
、

精
神
が
そ
の
教
聞
に
お
い
て
自
ら
を
意

識
す
る
特
定
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
精
紳
の
、
ま
だ
概
念
そ
の
も
の
に
ま
で
成
長
し
な
い
自
己
意
識
で
あ
る
。
媒
介
は
ま
だ
完
全
で
な

ぃ
。
」
そ
こ
で
は
「
精
神
的
責
在
は
ま
だ
彼
岸
と
此
岸
の
分
裂
を
脱
却
で
き
て
い
な
い
。
」
こ
の
よ
う
な
イ
エ
ユ
と
自
己
と
の
分
離
態
を
最
後
的

に
止
揚
す
る
こ
と
が
、
宗
教
を
概
念
的
に
把
握
し
て
哲
皐
の
絶
封
知
に
い
た
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
宗
教
を
、

「
自
己
確
信
的
精
神
」
す
な
わ
ち
良
心
的
自
己
の
共
同
慨
に
、

改
め
て
媒
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
は
い
ま
「
劃
象
意

議
」
の
位
置
に
お
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
た
ち
向
い
そ
れ
を
自
己
と
し
よ
う
と
す
る
「
自
己
意
識
」

の
位
置
に
、

「
自
己
確
信
的
精
紳
の
行

E
 ミ

+



J
E
き
主
A
-
1
-
z
i学
官
静
叫

F
d
s
j由
崎
叫

daM

鋳
」
が
あ
る
(
∞
・
8
3
0
雨
者
を
媒
介
す
る
と
は
、
行
鋳
す
る
「
自
己
が
絶
針
精
神
の
生
を
辿
り
ぬ
く
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
種
的
に
は
、

へ
1
グ

Y
が
解
し
た
意
味
で
の
キ

y
ユ
ト
に
、

ま
ね
ぶ
こ
と
、

お
の
れ
の
義
を
放
棄
し
て
他
者
の
罪
を
赦
し
他
者
と
和
ら
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

的
に
〔
イ
エ
ス
に
沿
い
て
〕
は
じ
め
ゐ
れ
て
い
た
、

「
針
立
す
る
も
の
の
各
々
は
、
他
者
に
針
抗
し
て
現
わ
れ
る
と
き
に
も
っ
て
い
る
自
ら
の
限
定
の
自
立
性
を
放
棄
す
る
。
こ
の
放
棄
は
、
郎
自

い
ま
や
そ
れ
が
自
ら
の
行
う
断
念
と
な

概
念
の
一
面
性
の
断
念
、

と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
断
念
さ
れ
る
概
念
も
ま
た
自
ら
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
」

3
・
8
3
0
|
|
つ
ま
り
過
去
の
救
主
の
表
象
に
す
が
る
こ
と
や
未
来
の
復

活
を
希
望
す
る
こ
と
を
や
め
、
現
在
の
良
心
的
自
己
が
、
イ
エ
ユ
の
な
し
た
ご
と
く
自
ら
の
要
求
を
棄
て
て
他
を
赦
す
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
自

りら
の
罪
を
告
白
し
て
赦
し
を
乞
う
こ
と
、

に
よ
り
、

絶
針
精
神
と
の
宥
和
を
現
在
的
に
経
験
す
る
こ
と
が
、

す
な
わ
ち
、

キ
η
ノ
メ
ト
敬
を
、

「
表
象
」
か
ら
解
放
し
て
「
概
念
」
に
も
た
ら
す
所
以
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ

9
ユ
ト
教
に
針
す
る
行
矯
的
針
決
と
い
う
べ
き
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

た
だ
そ
の
行
矯
が
、
政
治
的
賓
践
を
超
え
、

カ
ン
ト
的
な
道
徳
の
二
元
性
を
も
超
え
、
良
心
的
自
己
の
相
互
宥
和
の
行
矯
な
の
で

あ
っ
た
。

へ
1
グ

Y
が
概
念
的
把
握
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
行
矯
的
自
己
を
す
べ
て
に
さ
し
む
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
さ

き
に
の
べ
た
よ
う
に
「
概
念
」
が
哲
撃
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
る
と
へ

1
グ
Y
が
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
概
念
の
領
域
を
通
常
の
意
味

で
の
普
遁
と
特
殊
と
に
と
ど
め
ず
、

そ
こ
に
さ
ら
に
佃
別
を
も
含
め
る
に
至
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
個
別
性
は
行
銭
的
精
紳
を
核
心
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

へ
1
グ

Y
の
キ
ク
メ
ト
教
の
概
念
的
把
握
に
関
し
て
、
以
上
で
す
べ
て
が
答
え
ら
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
|
|
へ

l
グ
Y
は
「
表
象
」
と
し
て
の
キ

y
ユ
ト
敬
信
仰
の
内
容
を
考
え
る
と
き
、

へ
l
グ

Y
の
意
味
で
行
銭
的
に
キ
リ
ノ
ユ
ト
に
ま
ね
ぶ
と
い
う
こ
と
も
そ
の
前
提
の
上
で
考
え
ら

す
で
に
ぺ

1
メ
の
紳
智
墜
を
前
提
し
て
い
て
、

れ
て
い
る
。

か
れ
自
身
「
表
象
」
を
思
惟
と
感
発
と
の
混
合
様
態
と
い
う
か
ら
、

キ
η
ノ
メ
ト
敬
の
「
表
象
」
に
お
い
て
も
、
致
命
聞
の
一
般
的
信

僚
と
、
そ
の
枠
を
す
で
に
超
え
て
い
る
ぺ

1
メ
の
思
想
と
を
、

と
も
に
キ

ydA
ト
数
の
「
表
象
」
の
中
に
ふ
く
ま
せ
て
差
支
え
な
い
と
感
じ
た

〈

1
ゲ
ル
と
キ
リ
ス
ト
敢
(
野
田
)

一
三
七
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の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
れ
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
上
に
は
へ

1
グ

Y
の
キ

y
エ
ト
数
(
た
だ
し

ま
だ
「
表
象
」
と
し
て
の
)
が
、
す
で
に
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
へ

1
グ

Y
の
「
概

念
」
、
い
ま
の
場
合
キ

y
d
A
ト
敬
の
概
念
的
把
握
、

に
も
、
あ
る
二
義
性
が
ま
と
い
つ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
概
念
化
の
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
行
矯
的
自
己
に
よ
る
針
決
、
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、

つ
ま
り
上
に
主
と
し
て
考
え
ら
れ

。へ

1
メ
の
一
脚
智
撃
的
思
想
の
概
念
的
な
解
棒
、

す
な
わ
ち
普
遁
・
特
殊
・
個
別
と
い
う
契
機
を
紳
智
撃
的
表
象
の
中
に
再
認
す
る
と
い
う
操
作
が
、
同
時
に
へ

1
グ

Y
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お

り
、
雨
者
は
か
れ
自
身
に
お
い
て
す
ら
直
ち
に
一
つ
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
、

個
別
性
の
意
味
が
締

智
撃
に
よ
っ
て
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
現
象
撃
」
の
「
絶
針
知
」
の
章
に
お
い
て
、

一
方
現
象
撃
的

経
験
の
蹄
趨
(
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
見
た
よ
う
に
良
心
的
自
己
に
牧
約
さ
れ
る
)
と
、
他
方
哲
撃
を
「
論
理
皐
」
・
「
自
然
哲
皐
」
・
「
精
紳
哲
皐
」
の
鰻
系

に
展
開
し
う
る
と
い
う
こ
と
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
現
象
皐
」
と
「
鰻
系
」
と
い
う
、
解
樺
者
が
い
ろ
い
ろ
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
も
寅
は
へ

l
グ

Y

の
キ
η
ノ
ユ
ト
敬
の
表
象
の
二
義
性
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

へ
1
グ

Y
は
紳
智
撃
的
表
象
を
専
ら
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
か
れ
の
意
味
で
の
論
理
・
自
然
・
精
神
の
鰹
系
的
秩
序
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
良
心
的
自
己
を
す
べ
て
に
さ
し
む
け
る
と
い
う
「
方
法
」
が
、

へ
1
グ

Y
の
鶏
詮
法
の
核
心
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
鰹
系
」
と

は
問
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
疑
問
が
残
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
考
察
の
視
野
が

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
新
た
な
考
察
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
て
閉
じ
う
る
か
否
か
、

し
か
し
な
が
ら
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
見
た
と
こ
ろ
だ
け
で
も
、

「
哲
撃
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、

へ
1
グ

Y
の
濁
創
は
明
か
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

カ
ソ
ト
以
後
の
ド
イ
ヅ
哲
撃
に
お
い
て
、

カ
y
ト
の
残
し
た
問
題
の
最
大
の
も
の
は
、
超
越
論
的
哲
撃
の
哲
撃
的
認
識

と
し
て
の
性
格
の
吟
味
と
、
そ
れ
が
カ
ゾ
ト
の
意
味
で
の
「
賓
践
的
形
市
上
皐
」
を
含
み
う
る
か
否
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
答

え
て
ラ
イ
ン
ホ

1
Y
ト
は
超
越
論
的
哲
準
を
一
種
の
現
象
患
?
と
考
え
、
寅
践
的
自
己
を
も
そ
れ
に
含
ま
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
周
知
の
よ
う



マヨ司

プ
ィ
ヒ
ア
に
お
い
て
、

理
論
的
自

に
こ
の
ラ
イ

γ
ホ

1
Y
ト
の
考
え
を
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
堪
え
う
る
も
の
に
し
た
の
は
プ
イ
ヒ
ア
で
あ
り
、

そ
し
て
プ
ィ
ヒ
ア
に
反
し
て

己
と
貰
践
的
自
己
と
は
、
意
識
の

「
受
動
」
と

「
能
動
」
と
の
雨
面
と
し
て
ひ
と
ま
づ
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
黙
で
は
方
法
的
に
プ
イ
ヒ
ア
が
継
承
さ
れ
、

理
論
的
自
己
の

へ
1
グ
Y
と
と
も
に
只
ピ
ノ
ザ
主
義
を
採
っ
た
ジ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
、

金
融
阻
と
し
て
外
か
ら
「
受
動
」
と
「
能
動
」
と
の
二
系
列
と
み
ら
れ
て
い
た
。

「
意
識
」
と
「
自
己
意

反
省
の
高
ま
り
と
、
賞
践
的
自
己
'
の
そ
れ
と
は
、

ー
グ

Y
は
「
現
象
皐
」
に
お
い
て
こ
の
二
系
列
を
一

つ
に
編
み
ム
口
せ
、

し
か
る
に
へ

各
項
ご
と
に
理
論
と
寅
践
と
を
開
係
さ
せ
た
。

「
現
象
墜
」
に
お
い
て
、

「
自
己
意
識
」
を
行
矯
的

識
」
と
の
相
闘
を
へ

l
グ
Y
は
は
じ
め
か
ら
理
論
と
賓
践
と
の
相
関
と
し
て
と
ら
え
た
。

従
っ
て
「
自
己
意
識
」
が
そ
れ
自
身
ま
た
新
た
な

な
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
が
「
意
識
」
を
超
え
て
新
た
な
針
象
を
定
立
し
、

こ
れ
は
、

超
越
論
的
哲
撃
の

「
意
識
」
と
な
る
、

と
考
え
得
た
。

つ
ま
り
ひ
と
つ
の
劇
的
構
成
の
方
法
を
哲
墜
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
ひ
と
つ
の
蹄
結
と
し
て
そ
の
こ
と
を
み
と
め
て
よ
い
と
思
わ

方
法
に
関
す
る
へ

1
グ
Y
の
濁
創
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

れ
る
の
で
あ
る
。

E主、.2E'
t
A
 

'aE
、

レ
ッ
シ
シ
グ
の
直
別
で
は
「
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
」

ス
ト
教
」
会
ιιznf何
回
色

mSHH
と
な
っ
て
い
る
。
「
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
と
キ
リ
ス

同
巳
府
宮
唱
の
V
ユ
日
同
一
と
「
キ
リ

ト
教
と
は
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
も
の
で
あ
る
。
」
「
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
は
、
キ
り
ス

ト
が
人
間
ム
し
て
知
り
且
つ
お
こ
な
っ
た
震
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
キ
リ
ス
ト

と
共
に
も
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
反
し

「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、

キ
リ
ス
ト
が
人
間
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
し
、
キ
リ
ス
ト
自
身
を
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
柴
奔
の
劃
象
と
す
る
宗
教
で
あ
る
。
」
「
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
は
繭
一
音
響

の
中
に
こ
の
上
な
く
明
断
な
判
明
な
こ
と
ば
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
」
が
「
そ
れ
に
反

し
キ
り
ス
ト
教
は
不
確
賓
で
多
義
的
で
あ
り
、
二
人
の
人
が
同
じ
理
解
を
示
し
た
唯

へ
1
ゲ
ル
と
キ

p
ス
ト
敬
(
野
田
)

一
つ
の
文
句
で
も
見
出
す
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
」

(
F
2
5
0
阿
佐
包

8

0旦邑・

F
R
u
g
m
E
E
H口。
3
1号
、
旨
B
E
E
Sロ
H
K
E
N
-
g
z
c
S
F
b
w
v何
回
EGPO-r

日
出

-
E

1
i
ぉ・)

(2) 

筆
者
は
大
観
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
揮
に
従
い
た
い
。
な
お
こ
の
駐
に
閲
し
て
の
諸
家

の
見
解
に
つ
い
て
は
同
〉
広
o
F
H
b
Fロ
凶
古
色
狂

2
諸
島
ロ
す

E
何
回
。
m
o
-
5
8・

EZEFcp
を
参
照
。

ω
S
E
A
r同

町
民
自
由
円
。

5
F
E
R
E
H肉

i
z円

53E-stELm-

】即位。ロ明

E
M
F〉
口
出
向

H
g
u
H
b
R
E
F
刷。v
g
L
4ゆ
酔
・

な
お
こ
の
本
の
論
旨
に
つ
い
て
は

P
E
P
毛
-
S・匂・
0

吋
司
・
を
参
照
。

カ
シ
ト
自
身
こ
の
シ
ュ
ト
ル
の
批
評
を
讃
み
、
そ
れ
に
答
え
た
い
が
老
齢
の
た
め
に

一
三
九



五

十

周

年

記

念

論

集

約
束
で
き
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
同

S
F
阿
佐
色
白
宮
口

2
E
F
含
円
。
同

S
N自
身
司

巴
品
目
〈

3
E
F〈
g
a
o
N口同

N42定
自
〉
ロ
巴
p
m
m
(
H
4
2
)
。

(4) 

こ
の
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
第
二
序
文
は
へ
ル
ダ
リ
l

y
の
「
ヒ
ュ
ペ
リ
オ
ン
」
に

お
け
る
ヒ
ュ
ベ
リ
オ
シ
と
ア
ラ
パ
ン
ダ
と
の
針
比
に
結
び
つ
け
て
解
揮
さ
れ
て
い
る
。

(同
aBN4司
何
日
間
・
出
。
間
四

-
g島
品
開
門
忠
信
片
岡
∞
・
忠
明
・
金
子
武
臓
・
「
へ
1
ゲ
ル
の
園

家
論
」
二
十
三
節
。
)

(5) 

自
然
法
理
論
の
歴
史
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
は
そ
れ
ま
で
の
自
然
法
論
の
完
全
な
否

定
者
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
〉
-H・
匂
恒
三
5
4
9
2弘
ロ
白
】

H
b
5
5
8

(
久
保
諦
「
自
然
法
」

一
O
八
頁
以
下
)
。
し
か
し
な
が
ら
後
述
の
如
く
へ

1
ゲ
ル
に

お
い
て
も
事
情
は
簡
車
で
な
く
、

「
法
哲
皐
」
は
、
ダ
げ
J

ト
レ

1
ヴ
の
見
解
と
は
反

射
に
、

へ
1
ゲ
ル
自
身
の
つ
け
た
副
題
「
自
然
法
と
闇
家
畢
」
の
示
す
よ
う
に
、
や

は
り
自
然
法
論
を
含
む
、
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
へ

1
ゲ
ル
を
自
然
法
論
の
否
定
者

と
見
れ
ば
、
ル
ソ
ー
を
も
や
は
り
そ
う
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ダ
ン

一回。

ト
レ

1
ヴ
も
そ
う
認
め
る
(
一
一
一
二
頁
)
が
、
も
と
ろ
ん
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
。
そ

の
上
ル
ソ
1
自
身
に
お
い
て
も
、
見
解
の
推
移
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

「
政
治
経
済

論
」
(
一
七
五
回
)
と
「
祉
曾
契
約
論
」
(
一
七
六
二
)
と
は
や
や
ち
が
っ
て
い
る
。

(
ル
ソ
1
と
自
然
法
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
戸
口
z
Z『
♂
図
。

5
5
:二
-F♀
s

。r
1門出
O

H

C
日
∞
参
照
)
。
筆
者
の
意
見
で
は
、
自
然
法
畢
設
と
の
訣
別
が
ル
ソ
ー
や

へ
1
ゲ
ル
に
お
い
て
よ
り
も
歴
史
皐
源
に
お
い
て
決
定
的
な
形
を
と
っ
た
と
考
え
た

L 、
。

(6) 

へ
1
ゲ
ル
が
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、

フ
ラ
V
J

ス
革
命
の
無
比
の
意
義
を
み
と
め
、

常
に
つ
よ
い
感
激
を
も
っ
て
そ
れ
を
想
起
し
た
こ
と
は
周
知
の
遁
り
で
あ
る
(
「
歴
史

哲
皐
講
義
」
の
終
り
近
く
の
有
名
な
文
章
を
見
よ
。
武
市
課
下
傘
コ
一
一
一
買
)
。
な
お

ロ
ペ
ス
ピ
エ
1
ル
の
濁
裁
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
力
に
よ
る
園
家
形
成
と
い
う
見
地

か
ら
必
然
で
あ
っ
た
、
と
み
と
め
て
い
る

G
g
g
m理
問

g
q
z
s毛
zo口
-m-
巴∞)。

信


