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一
読
し
て
、
多
年
の
労
苦
と
蓄
積
の
う
え
に
築
か
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と

が
察
知
さ
れ
た
。
私
は
か
ね
て
よ
り
、
　
「
資
本
論
」
が
近
代
資
本
主
義
の
運

動
法
剛
の
本
妻
に
さ
い
し
て
占
め
る
位
置
に
も
似
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
近

代
国
家
論
の
も
っ
と
も
霊
要
な
素
材
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
痛
感
し
て

い
た
。
こ
こ
で
の
国
家
論
と
は
、
法
・
政
治
・
社
会
の
複
合
的
な
関
係
を
論

理
的
に
解
明
し
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国
象
成
立
の
本
質
に
せ
ま
る
と
い
う
、
政

治
論
よ
り
も
一
段
と
ほ
り
さ
げ
た
次
元
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
国
家
意
志
は
、
一
般
に
特
殊
利
害
を
共
同
の
利
害
と
し
て
さ
し
だ
す
形
態

を
必
ず
と
る
が
、
主
権
と
は
こ
の
場
合
、
こ
の
共
同
幻
想
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
最
高
権
力
の
所
在
の
謂
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
権
の
問
題
は
国
家
論

の
な
か
で
、
法
・
政
治
・
社
会
の
関
係
を
展
望
さ
せ
る
第
一
義
的
な
位
澱
に

あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
く

れ
る
か
。
私
は
こ
の
よ
う
な
期
待
を
も
っ
て
本
書
を
手
に
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
本
書
は
た
し
か
に
こ
の
期
待
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず

記
し
て
お
く
。
そ
れ
と
と
も
に
主
権
理
論
の
構
成
に
ま
つ
わ
る
本
質
的
な
一

点
に
お
い
て
重
大
な
疑
義
が
生
じ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
結
論
の
一
端

を
の
べ
る
と
、
本
書
は
、
い
わ
ゆ
る
国
民
主
権
と
人
民
主
権
を
、
主
権
の
内

的
な
基
本
構
造
に
そ
く
し
て
正
当
に
も
区
別
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
闘
争
、
社
会
闘
争
の
構
成
原
理
を
照
封
ず
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
他
面
、
自
然
法
的
に
設
定
さ
れ
る
近
代
国

家
の
形
成
の
論
理
を
な
お
十
分
に
展
開
し
き
れ
ず
、
主
権
概
念
に
ひ
そ
む
二

重
性
を
み
ぬ
け
な
か
っ
た
た
め
に
、
と
く
に
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
つ
い

て
の
性
急
な
結
論
を
導
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
な
に
を
い
み
す
る
か
は
の
ち
の
議
論
の
展
開
に
待
つ
こ
と
と
し
、

ま
ず
本
書
を
そ
の
趣
意
に
そ
っ
て
整
理
し
て
み
た
い
。

　
第
一
篇
「
国
民
主
権
研
究
の
基
本
視
角
」
は
、
主
権
論
の
提
起
と
い
っ
て

も
よ
く
、
憲
法
学
や
国
法
学
、
ま
た
一
部
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
学
説
史

に
も
た
ち
い
り
な
が
ら
、
近
代
国
家
の
理
論
と
し
て
の
国
民
主
権
の
論
拠
が

示
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
は
ま
ず
、
8
主
権
否
定
論
、
強
い
て
い
わ
ば
人
間
共
同
生
活
の
根

本
の
正
し
い
あ
り
か
た
ー
ノ
モ
ス
を
主
権
と
み
と
め
る
尾
高
説
の
中
に
論
理

矛
盾
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
面
は
現
実

の
国
塚
意
志
の
決
定
権
に
た
い
す
る
ノ
モ
ス
の
優
越
性
を
強
調
し
て
国
民
主

権
は
ノ
モ
ス
主
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
他
方
、
ノ
モ
ス
を
現
実

の
権
力
意
思
の
な
か
に
表
現
す
る
も
の
は
国
民
主
権
に
お
い
て
は
国
民
な
い

し
国
民
に
監
視
さ
れ
る
国
民
代
表
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
訂
せ
ら
れ
る

よ
う
に
、
国
民
主
権
を
質
的
に
異
な
る
二
重
の
意
味
に
用
い
て
い
る
と
し

（
本
書
一
＝
貝
）
て
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
つ
い
で
⇔
主
権
の
主
体
を
あ
く
ま

で
人
間
に
あ
り
と
す
る
宮
沢
説
の
正
当
性
を
み
と
め
な
が
ら
も
、
著
老
は
さ

ら
に
一
歩
ふ
み
込
ん
で
、
今
世
紀
来
の
世
界
的
傾
向
で
あ
る
「
人
民
主
権
へ

の
傾
斜
現
象
」
に
影
響
さ
れ
て
、
国
民
主
権
を
〔
全
〕
人
民
に
よ
る
政
治
1
1
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評書

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
と
同
一
視
す
る
富
沢
説
ほ
か
通
説
的
見
解
を
批
判
の

対
象
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
通
説
的
見
解
は
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
を
も

っ
て
近
代
国
家
の
理
論
と
し
て
の
国
民
主
権
が
完
成
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
君
主
主
権
と
の
対
抗
原
理
と
し
て
そ
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ク
な
性
格

を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
第
三
の
異
質
な
原
理
で
あ
る
は
ず
の
人
民
主
権
と
の

相
違
を
君
過
し
、
客
観
的
に
は
、
実
在
す
る
国
民
主
権
の
認
識
を
妨
げ
、
そ

れ
へ
の
歴
史
的
社
会
的
批
判
の
展
開
を
阻
止
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
（
三
三
頁
）
。

　
こ
の
国
民
主
権
と
人
民
主
権
を
峻
別
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
第
一
篇
・

問
題
の
提
起
か
ら
は
じ
ま
っ
て
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
構
造
」
「
ア
ソ
シ
ャ
ン
・

レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
主
権
論
争
」
　
「
国
民
主
権
の
成
立
」
　
「
国
民
主
権
の
基

本
構
造
」
　
（
い
ず
れ
も
第
二
篇
所
収
、
　
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
国
民
主
権
」
の

そ
れ
ぞ
れ
一
、
二
、
三
、
四
章
を
構
成
）
を
つ
ら
ぬ
く
基
本
命
題
と
な
っ
て

い
る
。
い
ま
、
そ
の
根
拠
を
問
う
ま
え
に
、
著
者
が
通
説
の
批
判
の
中
で
強

調
す
る
こ
と
の
う
ち
特
筆
に
あ
た
い
す
る
の
は
、
ω
国
民
主
糧
原
理
を
市
民

社
会
の
仮
構
と
し
て
の
政
治
的
要
請
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
法
原
理
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
②
主
権
を
超
認
定
法
的

な
憲
法
制
定
権
と
解
す
る
の
で
は
な
く
国
権
行
使
の
法
的
保
障
と
し
て
こ
れ

か
ら
区
別
す
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
㈲
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
法
学
の
国
家
主
権

説
を
、
主
権
を
ば
最
高
機
関
権
限
の
帰
属
の
問
題
に
解
消
す
る
も
の
と
し
て

し
り
ぞ
け
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
（
二
七
、
二
八
頁
、
四
六
頁
一
四
九

頁
）
。
こ
こ
に
は
、
私
が
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
主
権
原
理
を
た
ん
な
る

政
治
過
程
の
所
産
と
し
て
で
な
く
、
独
立
し
た
壁
構
造
を
も
ち
、
し
か
も
国

家
意
志
の
最
終
決
定
権
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
、
ま
た
国
家
権
力
の

階
級
的
帰
属
を
示
す
問
題
と
し
て
重
畳
的
な
（
法
的
・
政
治
的
・
社
会
的
諸

関
係
を
透
視
さ
せ
る
）
視
角
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
フ

ラ
ン
ス
革
命
を
と
り
あ
げ
る
の
も
、
諸
階
級
の
利
害
が
独
自
の
主
権
論
・
権

力
論
の
形
を
と
っ
て
尖
鋭
な
対
立
を
示
し
て
い
る
と
の
認
識
（
三
七
一
三
八

頁
）
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
国
民
主
権
は
ど
の
よ
う
な
属
性
を
も
ち
、
人
民
主
権
と
は

ど
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書

の
い
う
と
こ
ろ
を
整
理
す
る
と
、
全
国
籍
保
持
者
の
観
念
的
で
不
可
分
な
統

一
団
体
た
る
国
民
と
い
う
概
念
の
設
定
と
、
こ
の
国
昆
を
主
権
の
主
体
と
規

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
事
実
上
は
、
こ
れ
ま
た
憲
法
に
規
定
さ

れ
た
自
律
的
な
行
動
原
理
を
も
つ
国
民
代
表
者
に
よ
る
国
家
意
志
の
形
成
を

可
能
に
す
る
こ
と
が
そ
の
属
性
で
あ
り
、
こ
れ
と
全
人
民
に
よ
る
政
治
一
人

民
主
権
と
混
同
す
べ
き
で
な
い
ゆ
え
ん
は
、
以
下
の
理
由
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
ω
国
語
主
権
に
立
脚
す
る
市
民
憲
法
が
、
普
通
選
挙
制
度
を
男

子
に
つ
い
て
さ
え
、
十
八
・
九
世
紀
の
世
界
的
趨
勢
と
し
て
は
み
と
め
て
い

な
か
っ
た
こ
と
、
②
国
政
の
重
要
問
題
に
つ
き
、
国
民
〔
全
体
〕
が
国
民
投

票
や
ま
た
代
議
士
に
た
い
す
る
命
令
的
委
任
の
制
度
に
よ
っ
て
国
家
意
志
を

最
終
的
に
決
定
で
き
る
手
続
き
が
原
鰯
と
し
て
欠
如
し
て
い
る
こ
と
、
③
こ

の
決
定
権
は
、
民
意
か
ら
の
独
立
を
法
的
に
保
障
さ
れ
た
代
表
者
議
会
に
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
（
二
〇
i
二
四
頁
）
。

　
著
者
は
こ
こ
で
主
権
概
念
の
歴
史
的
生
成
過
程
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
代
国
家
の
主
権
論
の
本
質
を
そ
の
深
底
部
か
ら
問
い
な
お
そ
う
と

す
る
。
そ
れ
が
第
二
篇
第
二
章
の
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
主

権
論
争
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
ボ
グ
ソ
の
国
家
論
に
お
け
る
君
主
主
権
が
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ユ
グ
ノ
ー
の
反
暴
君
論
の
ご
と
き
人
民
主
権
論

に
対
抗
し
て
う
ち
だ
さ
れ
る
王
権
護
持
・
強
化
の
た
め
の
理
論
で
あ
る
が
、
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神
と
自
然
の
法
へ
の
合
致
を
条
件
に
、
主
権
が
先
行
法
に
た
い
す
る
優
位
を

確
立
す
る
と
い
う
論
拠
で
も
っ
て
主
権
一
王
権
へ
の
合
法
性
が
賦
与
さ
れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
ボ
シ
ュ
エ
に
よ
っ
て
一
歩
す
す
め
ら
れ
、

自
然
状
態
の
ア
ナ
…
キ
ー
を
否
定
的
に
克
服
す
べ
く
形
成
さ
れ
る
悪
主
権
力

こ
そ
が
神
の
法
で
あ
る
と
い
う
絶
対
君
主
制
擁
護
の
理
論
が
う
ち
だ
さ
れ
る

（
主
と
し
て
九
九
－
一
二
三
頁
）
。

　
こ
の
君
主
主
権
の
系
脈
に
対
抗
し
て
、
ボ
シ
ュ
エ
の
論
敵
ジ
ュ
リ
ユ
ー
の

人
民
主
権
説
が
あ
り
、
彼
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
君
主
〔
主
権
〕
の
成
立
す
る

以
前
に
人
民
〔
主
権
〕
が
存
在
し
、
そ
の
自
由
意
志
に
も
と
ず
い
て
君
主
に

主
権
を
移
転
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
の
主
人
と
な
る
君
主
と
主

権
の
淵
源
で
あ
る
人
民
と
の
間
に
は
当
然
、
双
務
的
な
関
係
が
存
在
す
る
。

人
民
を
構
成
す
る
個
々
の
人
間
は
君
主
の
失
政
に
忍
従
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、

霧
主
が
人
民
の
信
仰
の
墨
譜
や
、
生
命
・
自
由
・
財
産
を
侵
す
な
ど
し
て
社

会
の
保
全
と
宗
教
を
保
全
す
る
神
法
お
よ
び
自
然
法
に
反
す
る
場
合
は
人
斑

は
彼
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
り
、
君
主
が
欠
け
た
場
合
と
同
様
、
主

権
は
人
民
に
帰
属
す
る
（
一
二
六
－
一
一
二
一
二
頁
）
。

　
著
者
は
、
こ
の
ジ
ュ
リ
ユ
ー
の
理
論
を
、
権
力
の
淵
源
を
人
間
に
求
め
て

い
る
点
（
こ
れ
を
い
い
か
え
る
な
ら
ば
主
権
の
基
礎
と
な
る
君
主
一
人
民
関

係
の
双
務
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
）
に
お
い
て
、
一
八
世
紀
人
民
主
権

へ
の
先
駆
性
を
み
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ジ
ュ
リ
ユ
ー
の
主
権
論
に

は
、
と
著
書
は
つ
づ
け
て
い
う
。
ω
社
会
契
約
の
観
念
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、

②
主
権
の
不
譲
渡
性
の
観
念
が
定
立
し
て
お
ら
ず
、
人
民
が
主
権
者
た
る
ゆ

え
ん
が
積
極
的
に
展
開
で
き
な
い
こ
と
、
③
生
命
・
自
由
・
財
産
を
侵
害
さ

れ
れ
ば
こ
れ
に
抵
抗
す
る
権
利
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
霞
石
な
い
し
人
間
の
観

念
の
欠
如
。
社
会
の
安
全
を
に
な
う
べ
き
抵
抗
主
体
と
の
人
民
と
こ
の
し
て

個
人
と
は
完
全
に
切
断
さ
れ
て
お
り
、
個
人
と
し
て
は
あ
く
ま
で
君
主
の
圧

追
に
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
（
あ
の
プ
ー
フ
ェ
ソ
ド
ル
フ
流
の
）

服
従
契
約
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
指
摘
に
は
き
わ
め
て
鋭
い
も
の
が
あ
り
、
著
者
は
き
た
る
べ
き

近
代
国
家
の
主
権
原
理
を
ジ
ュ
リ
ユ
ー
雪
丸
を
と
お
し
て
う
か
び
あ
が
ら
せ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ω
は
、
自
然
状
態
（
そ
れ
を
ア
ナ
ー
キ
ー
と
と
る
に

せ
よ
、
す
で
に
そ
こ
に
一
種
の
調
和
状
態
を
み
る
に
せ
よ
）
か
ら
社
会
〔
共

同
体
〕
が
み
ず
か
ら
を
区
別
し
て
成
立
す
る
論
理
が
ジ
ュ
リ
ユ
ー
に
は
示
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
㈲
は
、
自
然
権
・
社
会
権
の

相
互
関
係
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
い
み
で
ω
と
関
連
を
も
つ
。

　
私
は
こ
こ
で
特
に
著
者
が
、
ジ
ュ
リ
ユ
ー
に
欠
如
し
た
も
の
は
、
社
会
・

人
民
・
主
権
を
形
成
す
る
社
会
契
約
の
観
念
で
あ
る
と
の
み
か
た
ず
け
た
と

こ
ろ
を
強
い
て
、
自
然
権
お
よ
び
そ
れ
が
社
会
状
態
（
社
会
共
同
体
）
に
も

ち
込
ま
れ
た
さ
い
の
社
会
権
－
市
民
的
権
利
と
私
人
の
権
利
に
分
化
す
る

一
の
設
定
視
角
の
欠
如
、
と
い
う
よ
う
に
よ
み
な
お
し
て
お
く
。
私
人
の

権
利
と
は
、
自
然
状
態
で
享
受
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
私
的
個
人
の
権
利
で

あ
り
、
社
会
内
に
も
ち
こ
ま
れ
て
も
淵
源
と
し
て
は
自
然
権
に
直
結
す
る
も

の
で
あ
る
。
市
民
の
権
利
と
は
こ
の
自
然
権
を
保
全
す
る
た
め
に
自
発
的
に

集
団
（
共
導
体
）
を
形
成
し
、
集
団
の
構
成
者
た
る
の
資
格
に
お
い
て
享
受

す
る
権
利
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
点
で
主
権
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
く

る
か
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
論
と
の
関
係
上
、
以
下
の
指
摘

に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
主
権
は
こ
こ
で
は
広
義
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
、
そ
の
規
範
と
な
る
法
は
、
、
共
同
体
形
成
の
合
法
的
基
礎
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
集
団
意
志
が
こ
の
個
人
の
自
然
権
を
み
ず
か
ら
侵
犯

し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
集
団
内
外
の
恣
意
的
な
力
か
ら
自
然
権
を
防
衛
す
る
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評瀧
周

こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
。

　
さ
て
著
者
は
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
馬
柵
と
シ
ェ
イ
エ
ス
の
「
第
三
身
分

と
は
な
に
か
」
に
お
い
て
ジ
ュ
リ
ユ
ー
の
人
罠
主
権
論
に
ひ
そ
む
欠
陥
が
い

か
に
克
服
さ
れ
た
か
を
説
賑
し
て
い
る
。

　
ル
ソ
…
の
場
合
、
ω
自
然
状
態
を
不
平
等
の
極
隈
状
態
と
し
て
ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
そ
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
み
い
だ
し
、
　
こ
れ
に
終
止
符

を
う
つ
べ
く
社
会
形
成
が
お
こ
な
わ
れ
る
　
（
社
会
契
約
の
観
念
）
。
②
各
人

の
保
有
し
て
い
た
自
然
権
を
す
べ
て
放
棄
す
る
こ
と
と
ひ
き
か
え
に
共
同
体

の
平
等
な
構
成
表
と
な
り
主
権
の
形
成
と
行
使
に
参
加
す
る
。
そ
し
て
主
権

は
構
成
老
の
全
員
が
分
有
す
る
か
ら
、
譲
渡
不
能
で
あ
り
、
個
々
の
構
成
者

に
た
い
し
て
は
生
命
も
含
む
い
っ
さ
い
を
要
求
で
き
る
立
場
に
あ
っ
て
全
能

で
あ
る
（
主
権
の
譲
渡
不
可
能
の
原
則
、
の
み
な
ら
ず
代
表
さ
れ
え
な
い
原

則
）
。
　
㈲
国
家
か
ら
の
条
件
つ
き
の
賜
物
と
し
て
の
姻
入
の
生
命
・
財
産
の

保
証
が
な
さ
れ
、
主
権
は
共
同
利
益
を
め
ざ
し
て
誤
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
特
殊
意
志
の
主
体
と
し
て
の
個
人
の
権
利
に
た
い
す
る
主
権
の
優

越
が
貫
徹
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ュ
リ
ユ
ー
の
人
民
と
個
入
の
分
断
と
い

う
シ
エ
…
マ
は
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
主
権
者
人
民
と
臣
民
の
そ
れ
に
ぬ
り
か

え
ら
れ
る
と
と
も
に
臣
畏
の
主
権
者
に
た
い
す
る
絶
対
服
従
が
と
か
れ
る
の

で
あ
る
（
本
書
一
四
二
一
一
六
七
頁
よ
り
）
。
読
者
は
こ
れ
ら
の
な
か
に
ジ

ュ
リ
ュ
ー
の
人
罠
主
権
論
の
克
服
の
し
か
た
に
ル
ソ
ー
独
得
の
も
の
を
感
知

す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
シ
エ
イ
エ
ス
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
明
瞭
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　
シ
エ
イ
エ
ス
も
ま
た
ω
社
会
契
約
（
自
然
か
ら
銚
会
共
同
体
へ
の
移
行
の

論
理
）
を
う
ち
だ
し
、
こ
の
て
ん
で
ジ
ュ
リ
ユ
ー
を
超
え
て
い
る
。
シ
エ
イ

エ
ス
自
身
の
こ
と
ば
を
借
り
る
と
、
慮
然
状
態
に
お
け
る
権
利
を
い
っ
そ
う

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
で
あ
り
、
本
書
に
よ
れ
ば
自
然
状
態
で
の
個
人
意
志

を
あ
く
ま
で
権
力
全
体
の
淵
源
と
し
、
主
権
構
成
者
の
総
体
た
る
国
民
に
、

こ
の
自
然
権
一
個
人
の
自
由
・
財
産
の
安
全
を
は
か
る
法
原
理
へ
の
服
従
が

枠
と
し
て
か
ま
せ
与
れ
、
こ
れ
が
社
会
共
同
体
形
成
の
論
理
と
し
て
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
権
は
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
各
個
人
に
分
有
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
市
民
の
総
体
と
し
て
の
国
民
に
帰
属
す
る
の
で
あ
り
、
国
罠

か
ら
の
委
任
に
も
と
ず
い
て
つ
く
ら
れ
る
代
蓑
的
共
同
意
志
が
多
数
三
原
鋼

に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
使
す
る
。
委
任
は
譲
渡
と
は
同
義
語
で
は
な
い
。
主
権

は
や
は
り
（
こ
こ
は
ル
ソ
ー
の
場
合
と
同
じ
く
）
不
可
譲
の
も
の
と
し
て
国

民
に
存
し
、
委
任
を
修
正
・
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

（
本
轟
磯
一
八
ニ
ー
一
九
八
頁
）
。

　
そ
こ
で
問
題
は
ま
ず
、
自
然
権
の
了
解
、
主
権
と
社
会
内
個
人
と
の
関
係

の
と
ら
え
方
の
い
ち
じ
る
し
い
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
た
し
て
著
者
の

よ
う
に
シ
エ
イ
エ
ス
の
「
第
三
身
分
…
…
」
を
ル
ソ
ー
「
社
会
契
約
論
」
と

同
質
の
人
民
主
権
と
規
定
し
な
け
れ
ば
な
い
か
ど
う
か
に
あ
る
。

　
著
者
は
他
方
で
「
第
三
身
分
…
…
」
の
な
か
に
、
の
ち
の
九
一
年
憲
法
に

継
受
さ
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
体
系
を
も
摘
出
し
て
お
り
、
実
定
法
に
た
い

す
る
主
権
の
超
越
的
性
格
に
ふ
れ
、
こ
れ
が
実
定
法
上
は
具
体
的
な
手
続
き
・

制
度
を
も
主
権
者
た
る
べ
き
人
民
の
た
め
に
要
求
し
な
い
で
す
む
と
こ
ろ
と

な
り
、
聖
衆
を
排
除
し
た
主
権
原
理
で
あ
る
国
民
主
権
へ
の
橋
渡
し
と
な
る
、

と
し
て
い
る
。
ま
た
主
権
に
た
い
す
る
自
然
権
の
優
位
も
同
じ
論
脈
に
お
い

て
か
た
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
私
は
こ
れ
ら
の
留
保
も
ふ
ま
え
て
、
「
第
三
身
分
…
…
」
一
人
民
主

権
論
と
み
な
す
こ
と
に
異
論
を
と
な
え
た
い
。
同
著
作
に
よ
っ
て
シ
エ
イ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ

ス
が
示
し
た
も
の
は
、
共
同
体
社
会
へ
の
帰
属
を
決
す
る
原
理
で
あ
り
、
厳
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密
な
い
み
で
の
主
権
の
設
定
と
行
使
…
一
画
義
ど
お
り
蒲
民
全
体
と
し
て
の

人
民
が
政
治
参
加
を
お
こ
な
う
か
否
か
…
に
つ
い
て
は
、
同
著
は
予
示
的

な
性
格
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
特
権
の
排
除
に
よ
っ
て
共
同
体
構
成
老

を
法
的
乎
等
の
水
準
に
お
き
か
え
、
身
分
制
的
、
地
域
分
立
的
な
旧
遺
制
を

撤
廃
し
、
分
断
さ
れ
て
い
た
市
民
意
識
を
国
家
共
同
体
の
地
平
に
鯉
放
す
る

る
一
方
、
自
然
状
態
に
権
源
を
も
つ
自
由
権
・
財
産
権
・
安
全
権
を
私
人
に

保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
権
は
、
特
権
身
分
を
、
異
邦
人
一
共

同
体
外
存
在
と
し
て
放
逐
し
、
残
り
の
市
民
す
べ
て
を
正
規
の
共
同
体
構
成

継
室
国
民
と
し
て
受
容
す
る
法
次
元
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

強
い
て
い
え
ば
共
同
体
外
世
界
と
の
対
比
。
区
別
の
も
の
さ
し
と
し
て
存
在

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
次
元
で
い
う
主
権
と
、
厳
密
な
い
み
の
主
権
、
す
な

わ
ち
社
会
共
同
体
の
維
持
・
運
営
を
律
す
る
政
治
的
次
元
の
主
権
と
を
区
別

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
狭
義
の
国
民
主
権
や
人
斑
主
権
の
概
念
は
、
共
同

体
形
成
・
市
民
資
格
の
賦
与
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
の
ち
に
問
わ
れ

る
政
治
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
主
権
原
理
の
も

つ
二
重
性
を
捨
象
し
、
政
治
行
動
の
主
体
と
し
て
の
人
民
を
、
法
的
な
い
み

で
共
同
体
の
成
員
資
格
を
も
つ
国
民
と
同
一
視
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
八
九
年
人
権
宣
言
の
規
定
、
お
よ
び
九

一
年
憲
法
の
こ
れ
に
た
い
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
に
も
か
か
わ
っ
て
く

る
。
著
老
の
描
く
構
図
は
こ
う
で
あ
る
。

　
ル
ソ
ー
・
社
会
契
約
論
1
ー
シ
エ
イ
エ
ス
↓
八
九
年
人
権
宣
言
一
Y
九
三

年
ジ
ャ
コ
バ
ソ
憲
法
。
こ
れ
に
た
い
す
る
に
、
九
一
年
フ
ィ
ヤ
ン
憲
法
i
∀

共
和
暦
三
年
憲
法
一
市
民
憲
法
の
主
流
。
前
者
が
人
民
主
権
の
系
緒
、
後
者

が
国
民
主
権
の
そ
れ
で
あ
る
（
本
書
二
七
三
－
三
五
七
頁
よ
り
）
。
こ
の
主

権
原
理
の
変
遷
過
程
が
、
歴
史
的
・
具
体
的
な
階
級
関
係
の
推
移
の
状
況
に

態
濾
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
（
そ
の
こ
と
じ
た
い
は
方
法
的
に
も
正
し
い
）
、

人
民
主
権
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
革
命
前
夜
に
お
け
る
特
権
階
級
に
た
い
す
る

闘
争
に
民
衆
の
協
力
を
必
要
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
、
統
一
戦
線
の
理

論
が
う
ら
ず
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
八
九
年
人
権
半
里
が
こ
れ
を
完
成

し
た
の
ち
は
、
自
ら
の
排
他
的
な
ヘ
ゲ
モ
一
一
1
を
確
立
し
て
民
衆
の
政
治
参

加
の
可
能
性
を
排
除
す
る
国
民
主
権
論
が
う
ち
だ
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　
し
か
し
私
は
次
に
八
九
年
人
権
宣
言
の
重
要
条
文
の
再
解
釈
を
こ
こ
ろ
み

著
者
の
そ
れ
と
っ
き
あ
わ
せ
て
み
た
い
。
著
者
の
見
解
の
問
題
点
を
指
摘
す

る
必
要
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
条
文
の
い
く
つ
か
を
と
り

だ
し
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
国
運
議
会
に
組
織
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
民
（
傍
点
i
著
者
）
の
代
表
者

達
は
（
中
略
）
人
間
の
自
然
的
で
不
可
譲
か
つ
神
聖
な
権
利
を
表
示
す
る
こ

と
を
決
意
し
た
。
」
睡
前
文
欝
頭
部
。

　
「
あ
ら
ゆ
る
主
権
の
淵
源
は
本
来
国
民
に
あ
る
。
い
か
な
る
園
体
、
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ

な
る
個
入
も
国
民
か
ら
明
示
的
に
発
し
て
い
な
い
権
威
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
一
条
三
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
法
律
（
傍
線
は
私
）
は
一
般
意
志
の
表
明
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
は

直
接
に
も
し
く
は
そ
の
代
表
老
を
通
じ
て
そ
の
制
定
に
協
力
す
る
権
利
を
も

っ
て
い
る
。
劉
は
保
護
を
与
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
罰
を
与
え
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
も
の
に
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一
第
六

条
第
一
段
。

　
「
社
会
〔
市
民
の
総
体
と
し
て
の
国
民
の
意
味
－
著
者
〕
は
、
す
べ
て
の

公
務
員
に
そ
の
公
務
に
つ
き
報
告
を
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
」
H
第

130 （402）



四月
国

十
五
条
。

　
著
者
は
ま
ず
前
文
冒
頭
の
「
入
昆
」
が
主
権
主
体
を
意
味
す
る
こ
と
は
自

明
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
第
三
条
に
い
う
「
国
民
」
は
「
人
民
漏
と
同
…
の

も
の
と
し
て
掘
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
点
す
べ
て
の
市
民
」

に
直
接
に
国
家
意
志
の
決
定
に
参
加
す
る
権
利
を
確
保
す
る
体
制
は
あ
き
ら

か
に
人
民
主
権
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
市
民
が
代
表
を
と
お
し
て
国
家

意
志
の
形
成
に
参
加
す
る
場
合
で
も
こ
の
代
表
は
、
人
民
か
ら
の
独
立
を
保

障
さ
れ
た
そ
れ
で
は
な
く
、
人
民
の
訓
令
に
服
す
る
人
民
の
代
表
者
達
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
あ
と
著
者
は
と
く
に
第
六
条
が
、
ル
ソ

ー
「
社
会
契
約
論
」
に
お
け
る
法
律
の
定
義
の
完
全
な
再
生
で
あ
る
と
し
、

人
権
宣
言
を
ル
ソ
ー
流
人
民
主
権
と
規
定
す
る
確
信
を
強
め
て
い
る
（
本
書

二
二
七
頁
）
。

　
し
か
し
、
第
三
条
に
お
け
る
主
権
主
体
と
し
て
の
「
国
民
扁
は
、
　
『
第
三

身
分
…
…
』
に
お
け
る
国
民
で
あ
り
、
シ
エ
イ
エ
ス
に
お
い
て
人
民
と
よ
く

混
同
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は
著
者
と
と
も
に
認
め
る
と
し

て
も
、
こ
の
国
民
は
、
特
権
老
1
1
共
同
体
外
世
界
と
の
対
立
概
念
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
た
共
同
体
帰
属
者
の
総
体
と
い
う
抽
象
的
か
つ
、
広
義
の
も
の
で

あ
っ
て
、
共
同
体
内
世
界
で
と
ら
え
ら
れ
た
構
成
員
の
総
体
を
さ
す
も
の
と

は
論
理
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
の
み
、
国
民
を
著
老

の
よ
う
に
人
民
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
第
三
条
は
、
世
襲
的
絶
対
看
主
や
、
身
分
制
的
代
表
団
体
を

共
同
体
の
帰
属
原
理
か
ら
は
排
除
し
て
成
立
す
る
圏
家
意
志
の
決
定
者
（
広

義
の
主
権
者
）
を
総
称
的
に
国
民
と
称
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
第
六
条
の
主
語
は
法
律
で
は
な
く
、
法
と
訳
す
べ
き
で
、
国
家

共
同
体
と
誰
人
と
の
双
務
的
関
係
を
と
り
も
つ
基
本
法
の
謂
で
あ
っ
て
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

権
の
設
定
と
行
使
を
対
内
的
に
、
選
挙
法
や
行
政
府
組
織
法
な
ど
に
よ
っ
て

具
体
的
に
と
り
し
き
る
法
律
と
は
区
溺
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
基
本
法

は
、
個
人
の
自
然
権
の
霜
露
を
個
人
相
互
間
の
関
係
な
ら
び
に
共
同
体
意
志

の
第
一
原
則
と
し
、
こ
れ
と
ひ
き
か
え
に
個
人
の
共
同
体
意
志
へ
の
服
従
を

要
求
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
ま
さ
し
く
す
べ
て
の
市
民
は
こ
の
い

み
に
お
い
て
、
彼
ら
の
市
民
（
共
同
体
構
成
）
資
格
に
か
か
わ
る
こ
の
基
本

法
と
関
係
を
も
つ
の
で
あ
り
、
　
「
直
接
に
も
し
く
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、

そ
の
制
定
に
協
力
す
る
権
利
を
も
つ
」
の
で
あ
る
。
公
務
員
は
、
国
民
の
代

理
者
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
公
務
員
が
こ
の
基
本
法
を
遵
守
し
て
い
る
か

ど
う
か
の
大
原
則
に
つ
い
て
国
民
は
彼
ら
の
す
べ
て
に
報
告
を
要
求
す
る
権

利
を
も
っ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
書
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
人
権
宣
言
第
一
条
「
人
間
は
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
自
由
か
つ
平
等
の
権
利
を
有
す
る
扁
は
、
自
由
な
所
有
を
（
そ

の
規
模
に
は
か
か
わ
ら
ず
）
基
礎
と
す
る
人
格
の
保
持
者
と
し
て
の
直
人
を

共
同
体
構
成
者
と
し
て
迎
え
い
れ
、
市
平
資
格
の
平
等
を
確
定
す
る
、
い
い

か
え
れ
ば
法
的
平
等
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、
政
治

的
平
等
（
社
会
的
平
等
は
い
わ
ず
も
が
な
）
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、

第
二
条
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
共
同
体
の
昌
約
は
人
間
の
自
然
的
か
つ
時
効
に

か
か
わ
ら
ぬ
権
利
の
保
全
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
と
は
自
由
・
所
有
・

安
全
・
圧
制
へ
の
抵
抗
で
あ
る
」
は
、
ま
さ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
共
同
体
形
成
の

論
理
・
法
の
論
理
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
条
は
し
た
が
っ
て
、
も
し
強
い
て
主
権
規
定
を
く
だ
す
な
ら
、
広
義

の
国
民
主
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
九
一
年
憲
法
に

よ
っ
て
放
榔
さ
れ
る
の
で
な
く
、
九
三
年
憲
法
に
よ
っ
て
単
線
的
に
継
受
さ

れ
る
の
で
も
な
い
。
後
二
者
に
た
い
し
そ
れ
は
よ
り
包
括
的
な
位
置
を
占
め
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る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
国
民
議
会
の
個
々
の
議
員
が
、
人
民
主
権
的
な

政
治
制
度
を
人
権
宣
言
草
案
の
な
か
で
展
開
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
も
の

で
は
な
い
。
著
者
が
あ
げ
る
ク
レ
ニ
エ
ー
ル
議
員
の
場
合
は
た
し
か
に
三
民

主
権
的
な
内
実
を
こ
め
た
人
権
宣
言
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
（
本
書
二

二
六
i
七
頁
）
。
ま
た
、
立
憲
議
会
に
お
い
て
フ
ィ
ヤ
ン
派
は
八
九
年
人
権

宣
言
が
人
民
主
権
を
帰
結
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
し
、
こ

れ
と
反
対
の
い
み
に
お
い
て
で
あ
る
が
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
ご
と
く
、
法
の

前
の
平
等
を
政
治
的
権
利
の
平
等
と
了
解
し
、
人
間
と
市
民
の
同
位
性
を
人

権
俗
言
が
宣
明
し
た
、
と
解
釈
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ず
れ
も
一
種
の
よ
み
こ
み
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
薯
表
自
身
が
そ
れ
を
お
こ

な
え
ば
そ
れ
は
原
理
の
混
岡
に
な
ろ
う
。
こ
の
て
ん
は
や
は
り
「
議
会
の
議

事
録
に
よ
る
限
り
、
　
『
国
民
主
権
』
の
構
造
に
つ
い
て
議
会
は
殆
ん
ど
討
論

を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
」
　
（
本
書
二
一
九
頁
）
こ
と
に
意
味
を
み
と
め
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
一
七
九
三
年
に
な
っ
て
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
モ
ン
タ
…
ニ
ュ
派
が
あ
ら
た
め

て
憲
法
条
項
の
前
文
に
人
権
宣
言
の
掲
載
を
必
要
と
し
た
の
は
、
八
九
年
人

権
憾
言
だ
け
で
は
必
ず
し
も
定
着
し
な
か
っ
た
政
治
的
市
民
の
平
等
を
強
調

し
、
さ
ら
に
抵
抗
権
や
蜂
起
の
権
利
を
そ
の
中
に
捜
入
し
て
人
民
行
動
の
正

当
性
を
う
た
わ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
八
九
年
人
権
宜
雷
…
↓
九
一
年
憲
法
体

制
（
九
二
年
八
月
ま
で
継
続
す
る
）
へ
の
蚊
拾
に
た
い
し
あ
ら
た
め
て
対
決

す
べ
き
政
治
原
理
を
う
ち
だ
す
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
雛
一
条
に
お
け
る

平
等
の
強
調
も
、
こ
の
こ
と
を
集
約
的
に
示
し
て
い
る
。

　
一
方
、
九
一
年
憲
法
が
そ
の
冒
頭
に
八
九
年
人
権
宣
雷
を
お
い
た
こ
と
も

な
ん
ら
矛
盾
を
は
ら
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
法
的
平
等
と
政
治
的
平

等
を
区
別
し
、
民
衆
に
は
前
者
を
み
と
め
る
が
、
財
産
額
（
納
税
額
）
を
基

準
に
参
政
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
置
を
拒
絶
す
る
フ
ィ
ヤ
ン
派
の

革
命
論
理
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
艮
革
命
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
支
配
関
係
を
樹

立
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
本
来
、
「
民
主
々
義
的
な
も
の
と
は
な
り
切
れ

な
い
性
質
」
を
も
っ
こ
と
、
市
民
革
命
に
お
け
る
「
身
分
か
ら
の
解
放
」
が

本
来
、
民
衆
の
政
治
的
解
放
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
雷
及
し
て
い
る
（
六
六

頁
）
。
人
権
宣
言
以
後
の
諸
デ
ク
レ
と
九
一
年
憲
法
じ
た
い
の
的
確
な
解
釈

（
二
三
四
一
二
六
ご
、
　
二
九
五
i
三
一
一
頁
）
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
の

主
張
も
以
上
に
述
べ
た
憲
法
史
理
鰹
を
ふ
ま
え
て
の
み
全
面
的
に
正
し
い
と

し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
　
『
第
三
身
分
…
…
』
と
八
九
年
人
権
宣
言
が
、
革
命
の
統
一
戦
線

の
理
論
を
提
示
し
た
も
の
（
八
二
、
一
九
八
頁
）
と
み
る
こ
と
に
私
も
賛
成

で
あ
る
が
そ
れ
は
人
畏
主
権
の
薄
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
民
衆
も
ま
た
社

会
共
同
体
の
正
当
な
構
成
表
た
る
資
格
を
与
え
ら
れ
、
生
命
の
保
障
、
人
身

の
安
全
な
ど
原
理
と
し
て
は
そ
の
自
然
的
権
利
の
保
護
を
う
け
る
と
い
う
い

み
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
ル
ソ
…
の
社
会
契
約
論
は
、
丸
岡
体
形
成
と
共
周
体
運

営
の
、
原
理
的
に
は
あ
く
ま
で
二
つ
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
近
代
契
約
国
家

の
理
論
を
、
共
同
体
参
撫
者
即
主
権
の
分
有
者
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

元
的
に
呈
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
八
九
年
人
権

宣
言
と
そ
れ
以
降
の
法
案
審
議
な
ら
び
に
九
一
年
憲
法
の
制
定
の
過
程
で
、

こ
の
二
つ
の
も
の
が
別
綱
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
九
三
年
憲
法
に
お

い
て
再
び
ル
ソ
ー
流
人
民
孟
権
に
還
る
、
こ
れ
が
私
の
示
す
構
図
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
、
一
九
一
〇
年
前
後
に
人
権
宣
言
解
釈
を
め
ぐ
る
イ
ェ
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評書

リ
ネ
ッ
ク
・
ブ
ー
ト
ミ
ィ
論
争
を
お
も
い
お
こ
す
人
も
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
ル
ソ
ー
「
社
会
契
約
論
」
1
1
人
権
宣
言
と
す
る
点
で
ブ
ー
ト
ミ
ィ
説

の
側
に
立
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
人
権
宣
言
が
完
全
に
ル
ソ
ー
的
、

人
民
主
権
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
自
由
な
所
有
権
や
、
信
仰
の
個
人
的
自

由
を
自
然
権
と
し
そ
の
ま
ま
社
会
共
同
体
の
尊
重
原
理
と
す
る
自
由
主
義
的

原
則
を
、
人
権
宣
雷
は
否
定
、
少
く
と
も
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
人
権
宣
言
に
は
こ
の
ア
メ
リ
カ
的
な
自
由
権
が
認
め

ら
れ
、
反
対
に
、
ル
ソ
ー
「
社
会
契
約
論
」
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て

両
者
の
断
絶
を
指
摘
し
た
。
こ
の
点
で
は
ブ
ー
ト
ミ
ィ
も
著
者
も
正
し
く
イ

ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
疑
問
に
こ
た
え
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
単
一
・
不
可
分
・
不
可
譲
そ
し
て
時
効
に
か
か
ら
な
い
國
民
主
権

の
本
質
は
、
人
民
主
権
と
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
（
不
可
譲
性
は
後
者
に
た

い
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
君
主
主
権
へ
の
対
抗
原
理
と
し
て
存
在

理
由
を
有
す
る
と
と
も
に
、
代
表
委
任
論
と
の
結
合
、
命
令
的
委
任
の
排
除
、

議
員
に
た
い
す
る
免
責
特
権
の
保
障
に
よ
る
選
挙
区
・
全
人
民
か
ら
の
独
立

性
の
議
員
へ
の
賦
与
な
ど
に
よ
る
、
人
昆
主
権
の
否
定
が
確
固
た
る
論
拠
の

う
え
に
き
ず
か
れ
て
い
る
（
二
九
五
頁
以
下
）
。
さ
き
に
あ
げ
た
問
題
性
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
主
権
と
人
民
主
権
を
峻
別
し
よ
う
と
し
た
著
者
の
主

張
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
十
分
な
根
拠
を
も
つ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
　
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
哲
学
」
を
著
し
た
グ
ロ
チ
ュ
イ
ザ
ソ
は
、
祉

会
契
約
の
も
つ
二
画
面
を
正
し
く
い
い
あ
て
、
共
同
体
を
構
成
す
る
個
人
と

主
権
者
と
の
関
係
を
定
め
る
も
の
を
そ
の
第
二
の
側
面
と
し
て
ひ
き
だ
し
た

が
、
プ
…
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
流
服
従
契
約
と
ル
ソ
ー
的
主
権
分
転
居
を
対
立
さ

せ
つ
つ
後
者
の
み
を
近
代
国
家
の
論
理
と
し
た
に
と
ど
ま
る
弊
を
お
か
し
た
。

そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
屡
民
主
権
の
纏
縫
性
を
と
く
著
者
の
論
旨
が
生
き

る
の
は
ま
さ
に
こ
こ
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
や
や
関
心
が
か
た
よ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
欝
の
ジ
ャ
コ
パ

ン
ー
モ
ン
タ
ニ
ャ
…
ル
解
釈
に
つ
い
て
集
中
的
に
論
じ
よ
う
。

　
本
書
は
、
同
派
の
憲
法
が
人
民
拒
否
、
命
令
的
委
任
、
憲
法
変
更
の
権
利
、

さ
ら
に
権
力
の
集
中
な
ど
に
お
い
て
ル
ソ
…
の
人
民
主
権
論
を
原
鋼
と
し
て

受
容
し
な
が
ら
、
議
員
の
勾
画
追
求
の
手
続
き
や
行
政
・
司
法
を
人
民
の
意

志
下
に
お
く
手
続
き
が
留
保
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
よ
り
内
面
的
に
は
、
人

昆
主
権
を
忌
避
し
て
お
り
、
ま
た
憲
法
制
定
後
の
セ
ク
シ
ョ
ン
総
会
の
開
会

数
の
制
限
な
ど
、
民
衆
運
動
に
た
い
す
る
抑
制
処
置
が
現
実
に
そ
れ
を
示
す

と
し
て
本
質
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
性
格
を
与
え
て
い
る
（
六
｝
一
六
四
頁
）
。

こ
の
捉
え
方
は
柴
田
千
三
雄
氏
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
翻
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
主
義
理

解
（
同
氏
著
『
パ
ブ
ー
フ
の
陰
謀
』
〔
岩
波
書
店
〕
参
照
）
と
軌
を
…
に
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
留
保
を
つ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
同
じ
人
民
主
権
と
い
っ
て
も
、
主
権
が
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
自
律
性

の
中
に
分
有
さ
れ
て
存
す
る
と
す
る
サ
ン
ー
ー
キ
ュ
ロ
ッ
ト
勢
力
と
、
人
民
の

全
体
行
動
の
中
に
そ
の
発
規
を
み
よ
う
と
す
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
と
で
は
議
員

の
責
任
追
求
な
ど
の
創
度
化
を
め
ぐ
っ
て
も
質
的
な
ち
が
い
が
生
じ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ジ
ャ
コ
バ
ン
ー
人
民
主
権
論
者
と
み
る
の

は
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
バ
レ
ー
ル
と
エ
ロ
ー
H
ド
野
セ
シ
ル
の
原
案
に
抵

抗
権
や
非
合
法
な
蜂
起
の
権
利
の
捜
入
を
主
張
し
た
の
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル

や
ロ
ン
ム
で
あ
っ
た
。
人
民
主
権
の
特
徴
を
み
る
に
は
こ
れ
ら
の
権
利
の
ほ

か
自
然
権
が
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
れ
て
成
文
化
さ
れ
て
い
る
か
に
も
論
及
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
や
マ
ラ
ー
、
ビ

ヨ
…
豚
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
ら
は
生
存
権
を
自
然
権
と
了
解
し
て
こ
れ
を
社
会
お
よ
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び
政
治
の
尊
重
原
理
と
し
た
反
面
、
財
産
権
を
直
下
的
に
自
然
権
と
は
と
ら

え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
面
で
は
九
一
二
年
憲
法
は
、
財
産
権
を
自
然

権
と
し
て
承
認
し
た
パ
レ
ー
ル
の
線
を
と
お
し
た
の
で
あ
っ
て
、
総
じ
て
同

憲
法
は
や
や
異
質
な
諸
勢
力
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
要
す
る
に
、
ジ
ャ
コ
バ
ソ
の
政
治
指
導
や
九
三
年
憲
法
を
単
に
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
的
で
あ
る
と
か
、
そ
の
限
界
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
の
平
盤
な
構

図
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
現
実
に
牽
制
さ
れ
つ
つ
も
他
蘭
で
革
命

の
政
治
的
現
実
と
の
齪
齢
・
矛
盾
を
昇
華
・
克
服
し
よ
う
と
す
る
リ
ア
ル
で

流
動
的
な
政
治
過
程
・
対
立
と
妥
協
そ
の
も
の
の
表
出
を
み
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
ー
ー
モ
ン
タ
ニ
ャ
…
ル
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
〔
こ
れ
と
〕

民
衆
勢
力
と
の
間
に
介
在
し
た
血
の
粛
正
を
含
む
ほ
ど
の
一
種
の
緊
張
関

係
」
（
柴
田
、
前
掲
書
二
七
頁
、
本
書
六
四
頁
に
引
用
）
が
、
ジ
ャ
コ
バ
ン

艮
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
民
衆
と
の
政
治
的
距
離
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
証
明
す
る

と
い
う
よ
り
、
革
命
的
急
進
派
内
部
に
よ
こ
た
わ
る
、
理
論
と
し
て
は
一

見
わ
ず
か
の
差
異
す
ら
も
が
拡
大
さ
れ
て
表
出
し
、
対
立
し
あ
う
現
実
の
緊

張
・
迫
真
性
を
こ
そ
、
そ
こ
に
よ
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
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