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入
間
が
社
会
生
活
を
営
む
上
で
、
個
々
人
の
間
で
、
あ
る
い
は
集
団
聞
で

の
利
害
対
立
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
っ
た
紛
争
が
特
定
の
社

会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
は
、
そ
の
社
会
に
固

有
の
規
範
や
価
値
観
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
社
会
に

お
い
て
紛
争
解
決
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
関
心
は
、

多
く
の
歴
史
研
究
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
お
り
、
古
代
ロ
ー
マ
史
研
究
者

も
例
外
で
は
な
い
。
本
書
は
、
広
大
な
領
域
を
征
服
し
支
配
し
た
ロ
ー
マ
帝

国
に
お
い
て
、
皇
帝
が
ど
の
よ
う
に
し
て
紛
争
解
決
を
行
っ
て
い
た
か
を
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
統
治
の
あ
り
方
を
解
明
し
、

帝
政
期
ロ
ー
マ
社
会
の
特
質
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
を
提
示
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
著
者
が
注
目
す
る
の
が
、
請
願
・
回
答
制

度
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
下
で
生
き
た
す
べ
て
の
者
は
、
市
民
権
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
窃
盗
や
暴
行
、
あ
る
い
は
役
人
に
よ
る
職
権
濫
用
な
ど
の

問
題
に
直
面
し
た
際
に
、
皇
帝
や
属
州
総
督
に
対
す
る
請
願
を
行
う
こ
と
が

出
来
た
。
そ
し
て
、
こ
の
請
願
に
応
じ
る
形
で
、
皇
帝
た
ち
は
嗣
答
を
行
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
請
願
・
回
答
制
度
が
運
用
さ
れ
る
結
果
と
し
て

生
み
出
さ
れ
た
多
く
の
回
答
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
た
ち
が
帝

国
内
で
の
紛
争
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

皇
帝
の
回
答
で
あ
る
勅
答
（
冨
ω
巳
O
ε
旨
）
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法

源
の
～
部
を
な
す
勅
法
の
一
つ
で
も
あ
り
、
法
典
に
も
収
録
さ
れ
る
た
め
、

総
督
な
ど
の
回
答
に
比
べ
て
多
数
を
史
料
と
し
て
参
照
し
得
る
。
そ
こ
で
、

著
者
は
法
典
に
残
さ
れ
た
諸
勅
答
の
中
か
ら
、
三
世
紀
末
の
も
の
を
主
に
史

料
と
し
て
用
い
る
。
著
者
の
セ
リ
ー
ナ
・
コ
ノ
リ
ー
は
、
米
国
イ
ェ
ー
ル
大

学
で
学
位
を
取
得
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
古
典
学
部

に
助
教
と
し
て
勤
め
て
い
る
。
本
書
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
彼
女
が
提
出
し

た
学
位
論
文
を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
書
評
で
は
、
ま
ず
序
論
・
本
論
全

五
章
・
結
論
の
順
に
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
各
所
に
論
評
を
舶
え
、
最
後
に
本

書
全
体
の
評
価
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

各
自
の
紹
介
と
論
評

　
序
論
に
お
い
て
は
、
著
者
の
研
究
を
よ
り
広
い
文
脈
に
結
び
付
け
る
た
め

に
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
現
代
ま
で
の
請
願
・
回
答
に
つ
い
て
の
説
明
が

行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
請
願
と
い
う
行
為
は
中
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

歴
史
上
、
ゆ
う
に
四
七
〇
〇
年
問
の
長
き
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
き
た
と
い

う
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
請
願
・
回
答
制
度
が
歴
史
的
に
特
殊
な
事
象
で
は
な
く
、

本
書
の
研
究
成
果
が
短
い
時
代
の
み
で
完
結
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
、
著
者
は
示
し
て
い
る
。
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第
一
章
「
ロ
ー
マ
世
界
に
お
け
る
正
義
の
追
求
」
で
は
、
史
料
と
な
る
諸

勅
答
を
検
討
す
る
前
に
、
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
請
願
・
回
答
制
度
に
つ
い
て
、

詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
請
願
・
回
答
制
度
の
特
徴
を
他

の
紛
争
解
決
手
段
に
触
れ
な
が
ら
述
べ
る
。
請
願
・
回
答
以
外
の
紛
争
解
決

手
段
と
し
て
は
、
裁
判
や
力
の
行
使
、
調
停
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
著

者
は
デ
ボ
ラ
・
ホ
ブ
ソ
ン
以
来
の
通
説
に
従
っ
て
、
公
権
力
に
対
す
る
請
願

は
他
の
す
べ
て
の
方
策
が
尽
き
た
後
の
最
後
の
手
段
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け

①る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ケ
リ
ー
が
行
っ
た
ロ
ー
マ
期
エ
ジ

プ
ト
の
請
願
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
説
は
人
類
学
的
な
分

析
手
法
を
ロ
ー
マ
期
に
適
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
史
料
分
析
の
結
果
得
ら

れ
た
見
解
で
は
な
い
。
更
に
、
ケ
リ
ー
が
分
析
対
象
と
し
た
五
六
八
点
の
請

願
パ
ピ
ル
ス
中
、
請
願
以
前
に
何
ら
か
の
紛
争
解
決
手
段
が
行
使
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
も
の
は
わ
ず
か
一
五
点
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
ケ
リ
ー
が
研
究
の
対

象
と
し
た
エ
ジ
プ
ト
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
で
も
特
殊
な
属
州
と
見
な
さ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
と
他
属
州
の
共
通
性
が
強
調

さ
れ
て
お
り
、
請
願
の
位
置
付
け
も
ま
た
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
に
敷
術
す
る
こ

と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
現
在
の
史
料
状
況
に
お
い
て
は
、
コ
ノ

リ
ー
や
ボ
ブ
ソ
ン
の
ご
と
く
請
願
を
紛
争
解
決
の
た
め
の
最
後
の
手
段
と
位

置
付
け
る
の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
第
｝
章
の
後
半
部
で
は
、
ゴ
ル
デ
イ
ア
ヌ
ス
三
世
（
在
位
二
三
八
～
二
四

四
年
）
へ
の
請
願
と
そ
れ
に
対
す
る
勅
答
を
参
考
に
し
て
、
請
願
と
勅
答
が

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
詳
述
す
る
。
こ
の
請
願
と
勅
答
を
刻
ん
だ
碑

文
は
、
　
八
六
八
年
に
当
時
ト
ル
コ
領
だ
っ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
発
見
さ
れ
た
。

請
願
を
発
し
た
の
は
、
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
と
い
う
村
落
の
農
民
た
ち
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
兵
士
及
び
役
人
た
ち
か
ら
の
要
求
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
皇

帝
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
請
願
書
は
農
民
た
ち
の
う
ち
の
～
人
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
代
書
人
が
雇
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
著
者
は
請
願
書
の
執
筆
に
当
た
っ
て
一
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存
在
し

て
い
た
と
見
な
し
て
い
る
。
一
方
で
皇
帝
の
勅
答
は
皇
帝
自
身
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。

　
第
二
章
「
勅
答
制
度
」
に
お
い
て
は
、
本
書
の
主
要
な
史
料
と
な
る
咽
ヘ

ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
繍
と
、
勅
答
の
文
面
を
作
成
し
た
請
願
局
（
ω
o
阜

分
電
ヨ
嘗
巴
。
讐
ヨ
）
の
説
明
が
行
わ
れ
る
。
『
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』

は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
（
在
位
二
八
四
～
三
〇
五
年
）
の
も
と
で
請

願
局
長
官
（
B
鋤
9
q
蜂
Φ
「
p
臣
①
目
ω
）
に
就
い
た
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ

て
、
二
九
五
年
に
編
纂
さ
れ
た
。
本
法
典
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
デ
ィ

オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が
ド
ナ
ウ
下
流
域
滞
在
中
の
二
九
三
～
二
九
四
年
の
あ

い
だ
に
、
請
願
に
応
じ
て
発
し
た
諸
勅
答
で
あ
る
。
本
法
典
の
原
文
は
伝
わ

っ
て
い
な
い
が
、
我
々
は
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
な
ど
の
現
存
史
料

に
再
録
さ
れ
た
約
九
七
〇
点
の
勅
答
を
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
多
く
の
勅
答
に
は
、
作
成
の
年
月
臼
だ
け
で
な
く
、
作
成
さ
れ
た
場
所
も

ま
た
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
成
場
所
は
先
行
研
究
で
は
皇
帝
の
居
所
と

さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
請
願
局
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
い
う
。

皇
帝
が
短
期
間
、
宮
廷
な
い
し
請
願
局
の
所
在
地
か
ら
離
れ
た
と
き
に
も
、

勅
答
の
作
成
は
続
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
請
願
へ
の

回
答
は
大
半
が
請
願
局
の
役
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

皇
帝
に
よ
る
関
与
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
勅
答
の
執
筆
者
が

誰
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。
ト
ニ
ー
・
オ
ノ
レ
と
い
う
研
究

者
は
勅
答
の
文
体
を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
に
個
性
を
見
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
役
人
が
個
人
と
し
て
文
面
を
作
成
し
て
い
た
と
結
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面
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
請
願
局
が
集
団
的
に
文
書
を
作
成
し
た

こ
と
を
根
拠
に
、
オ
ノ
レ
の
研
究
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
勅
答
制
度
の
背
景
」
か
ら
『
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
の
分

析
が
始
ま
る
。
ま
ず
は
、
対
象
と
な
る
諸
勅
答
が
作
成
さ
れ
た
地
域
の
説
明

が
行
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
属
州
と
し
て
は
、
下
パ
ン
ノ
ニ
ア
、
上
下
モ

エ
シ
ア
、
ト
ラ
キ
ア
、
ビ
テ
ユ
ニ
ア
、
ポ
ン
ト
ス
が
対
象
と
な
る
。
お
お
よ

そ
バ
ル
カ
ン
半
島
か
ら
小
ア
ジ
ア
北
岸
ま
で
で
あ
る
。
当
時
の
こ
の
地
域
は
、

言
語
的
に
は
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ト
ラ
キ
ア
語
な
ど
に
分
か
れ
て
い

た
。
『
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
巡
警
ハ
』
所
収
の
勅
答
は
こ
う
し
た
地
域
で
皇
帝

に
提
示
さ
れ
た
請
願
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
特
定
の
地
域

に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
稀
で
あ
り
、
多
く
は
ロ
ー
マ
帝
国
全
土
に
敷
術

さ
れ
得
る
と
さ
れ
る
。

　
本
章
で
分
析
対
象
と
な
る
の
は
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
㎏
を
通
じ
て

残
さ
れ
た
九
一
七
点
の
勅
答
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
複
数
の
講
願
者
に
宛
て

ら
れ
た
勅
答
も
存
在
し
て
お
り
、
請
願
者
の
数
は
九
四
二
人
に
の
ぼ
る
。
著

者
は
こ
れ
ら
の
請
願
者
た
ち
を
、
男
性
市
民
・
兵
士
・
女
性
・
男
性
奴
隷
・

女
性
奴
隷
の
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
大
半
を
占
め
て
い
る
の

が
男
性
市
民
で
あ
る
。
元
老
院
議
員
や
騎
士
身
分
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
請
願
者
は
存
在
せ
ず
、
都
市
参
事
会
員
層
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
者
も
九

名
に
留
ま
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
請
願
と
は
他
に
法
的
手
段
を
有
さ
な
い

人
々
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
宛
名
と
し
て
請
願
者
の
名

前
だ
け
で
な
く
兵
士
や
退
役
兵
と
付
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
兵
士
が

特
別
扱
い
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
女
性
の
請
願
者
は
二
四
七
名
存
在

し
、
金
体
の
二
六
％
を
占
め
て
い
る
。
請
願
へ
の
回
答
や
法
典
の
編
纂
に
あ

た
っ
て
は
、
女
性
請
願
者
が
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
奴
隷
も
ま
た
請
願
に
よ
り
勅
答
を
獲
得
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
奴
隷
は
～
般
的
で
は
な
く
、
特
殊
な
状
況
・
地
位
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
本
章
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
約
千
人
に
の
ぼ
る
請
願
者
た
ち
が
ど
の
よ

う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
が
子
細
に
分
析
さ
れ
、
請
願
者
の
出
身
階
層
が
数

量
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
隠
所
収
の

勅
答
と
し
て
現
存
し
て
い
る
も
の
は
、
当
然
な
が
ら
、
当
晴
の
勅
答
の
す
べ

て
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
勅
答
九
～
七
点
・
請
願
者
九
四
二
人
の

中
か
ら
、
元
老
院
議
員
や
騎
士
身
分
の
者
が
一
人
も
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
請
願
を
行
う
積
極
的
な
理
由
が
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
叙
述
史
料
は
し
ば
し
ば
上
流
階
級
の
歴
史
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
勅
答
と
い
う
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、

「
中
間
層
」
の
歴
史
で
あ
る
と
著
者
は
言
う
。
こ
の
「
中
界
層
」
と
は
、
請

願
を
す
る
必
要
の
な
い
階
層
を
上
層
と
し
て
、
請
願
を
す
る
こ
と
の
出
来
な

い
者
た
ち
を
下
層
と
し
た
際
の
中
間
で
あ
る
。
古
代
史
に
お
い
て
は
史
料
が

充
分
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
上
流
層
以
外
の
人
々
に
関
す
る

史
料
の
欠
乏
が
嘆
か
れ
る
が
、
請
願
・
回
答
の
研
究
は
こ
の
問
題
を
乗
り
越

え
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
第
四
章
「
制
度
利
用
」
で
は
、
請
願
者
た
ち
が
請
願
の
中
で
示
し
た
法
に

対
す
る
態
度
を
検
討
す
る
。
著
者
は
、
社
会
学
者
が
現
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会

を
対
象
に
行
っ
た
三
つ
の
分
類
を
応
用
し
て
、
勅
答
の
分
析
を
行
う
。
第
…

は
、
「
法
に
よ
っ
て
」
。
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
の
は
法
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は

法
を
用
い
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
法
の
前
に
」
。
こ

の
分
類
は
必
要
に
迫
ら
れ
な
い
限
り
法
に
関
わ
ろ
う
と
は
せ
ず
に
、
法
以
外

の
何
ら
か
の
手
段
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
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三
は
、
「
法
に
抗
し
て
」
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
と
お
り
、
こ
の
分
類
に
属

す
る
の
は
法
を
権
力
の
産
物
と
見
な
し
て
、
法
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
で

あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
分
類
に
当
て
は
ま
る
勅
答
の
事
例
を
い
く

つ
か
挙
げ
る
の
み
で
、
す
べ
て
の
勅
答
を
数
董
的
に
分
析
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
さ
ら
に
、
残
念
な
が
ら
、
本
章
で
は
い
く
つ
か
の
史
料
が
誤
っ
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ノ
エ
ル
・
レ
ン
ス
キ
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

書
評
が
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
。
些
か
細
か
い
説
明
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
例

を
挙
げ
る
な
ら
、
㎎
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
騙
七
巻
一
四
章
第
四
法
文
の

蝕
ω
二
王
。
窪
B
と
い
う
語
が
、
法
文
に
お
い
て
は
通
例
「
売
ら
れ
た
」
と
訳

さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
著
者
は
「
引
き
離
さ
れ
た
」
と
解
し
て
い
る
な
ど
で
あ

る
。
史
料
の
読
解
に
つ
い
て
歴
史
研
究
者
は
慎
重
を
期
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、

レ
ン
ス
キ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
誤
読
は
本
書
の
研
究
に
と
っ
て
致
命
的
な

も
の
で
は
な
い
。

　
第
五
章
「
皇
帝
と
請
願
獲
た
ち
」
で
は
、
請
願
者
た
ち
と
皇
帝
が
ど
の
よ

う
に
そ
の
制
度
を
利
用
し
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。
請
願
者
た
ち
は
好
意
的
な

回
答
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
経
済
的
な
面
に
限
ら
ず
様
々
な
面
か
ら
貧
者
を

装
っ
て
、
自
ら
の
状
況
を
憐
れ
に
見
せ
か
け
て
い
た
。
皇
帝
は
請
願
に
対
す

る
回
答
を
通
じ
て
政
策
を
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
貧
者
の
保
護
者
と
し
て

の
振
る
舞
い
を
示
し
て
も
い
た
。
本
書
で
は
主
に
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス

の
勅
答
を
分
析
対
象
と
し
た
が
、
著
者
は
、
共
和
翼
翼
の
政
務
官
や
歴
代
の

皇
帝
も
回
答
に
あ
た
っ
て
同
様
の
態
度
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
、

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
姿
勢
を
伝
統
的
な
も
の
と
位
置
付
け
る
。

　
結
論
部
で
は
、
本
書
の
内
容
を
振
り
返
っ
た
後
、
改
め
て
著
者
の
見
解
が

述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
見
解
は
、
大
別
す
る
と
二
つ
の
主
張
に
な
る
。
｝
つ
は

古
代
末
期
に
お
け
る
救
済
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
貧
者
と
い
う
観
念
の

起
源
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る
貧
者
観
念
の
起
源
を
オ
リ
エ
ン
ト
の
請
願
者
た
ち
に
見
出
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
著
者
は
、
ロ
ー
マ
国
家
に
お
い
て
は
す
で
に
共
和
政
期
の
頃
か

ら
請
願
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
救
済
の
対
象
と
し
て
の
貧
者
と
い
う
観

念
が
ロ
ー
マ
自
体
に
元
来
備
わ
っ
て
い
た
と
見
な
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の

主
張
は
、
ロ
ー
マ
統
治
に
対
す
る
中
間
層
の
貢
献
と
要
求
が
重
要
だ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
本
評
で
も
特
筆
し
た
よ
う
に
史
料
中
に
見
出
さ
れ
る
請
願
者
た

ち
は
中
間
層
の
人
々
で
あ
り
、
本
書
の
研
究
は
ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
君
主
制

国
家
に
お
け
る
中
間
層
の
統
治
へ
の
参
与
を
実
証
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。

本
書
全
体
の
評

　
以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
著
者
の
コ
ノ
リ
ー
は
、
得
て
し
て
法
規
範

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
の
み
見
な
さ
れ
が
ち
な
法
史
料
を
用
い
て
、

ロ
ー
マ
統
治
の
実
態
解
明
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
試
み
に
は
目
を
見
張
る
べ

き
と
こ
ろ
も
多
い
。
以
下
で
は
、
本
書
全
体
に
評
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
書
の
内
容
を
発
展
的
に
受
け
止
め
た
い
。
論
評
に
あ
た
っ
て
は
、
著
者
の

見
解
と
し
て
結
論
で
述
べ
ら
れ
た
貧
者
と
し
て
の
請
願
者
と
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
け
る
中
間
層
の
統
治
へ
の
参
加
の
二
点
に
焦
点
を
当
て
る
。
ま
ず
は
、
救

済
さ
れ
る
べ
き
貧
者
の
観
念
か
ら
扱
う
。

　
本
書
の
主
要
な
分
析
対
象
と
な
っ
た
『
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
臨
に
収

録
さ
れ
た
の
は
勅
答
だ
け
で
あ
り
、
勅
答
を
引
き
出
し
た
請
願
は
保
存
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
著
者
は
他
の
史
料
を
援
用
し
つ
つ
貧
者
と
し
て
の

請
願
者
と
い
う
見
解
を
導
き
出
し
て
い
る
。
第
一
章
の
後
半
で
三
世
紀
前
半

の
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
出
土
の
碑
文
が
詳
し
く
扱
わ
れ
、
同
碑
文
の
全
訳
が
補
論
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評書

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
確
か
に
、
請
願
者
は
ま
さ
し

く
自
ら
が
経
済
的
な
観
点
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
薗
か
ら
見
て
も
憐
れ
ま

れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
貧
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
碑
文
の
請
願
者
た
ち
は
、
自
ら
の
困
窮
だ
け
で
な
く
「
強

さ
」
を
も
主
張
し
て
い
る
。
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
出
土
碑
文
、
第
二
柱
、
第
九
一

～
九
四
行
目
に
は
「
我
々
は
圧
迫
さ
れ
て
い
る
の
で
家
屋
か
ら
逃
げ
出
し
、

国
庫
は
甚
大
な
損
害
を
被
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
一
文
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ

か
ら
、
皇
帝
な
い
し
ロ
ー
マ
国
家
に
と
っ
て
の
自
分
た
ち
の
財
政
的
な
重
要

性
を
請
願
者
た
ち
が
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
小
ア
ジ
ア
で
発
見
さ
れ
た
一
九
八
～
二
一
一
年
の
も
の
と
さ
れ
る
請
願
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

文
に
も
同
様
の
文
言
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
碑
文
の
五
一
～
五
四
行
目
に
は

「
我
々
は
皇
帝
の
所
領
か
ら
の
逃
亡
者
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
土
地

に
お
い
て
我
々
は
生
ま
れ
育
ち
、
皇
帝
の
金
庫
へ
の
信
義
を
守
っ
て
き
た
の

で
す
が
」
と
い
う
一
文
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
文
か
ら
も
ス
カ
プ
ト
パ
ラ

碑
文
と
同
様
に
、
請
願
者
た
ち
が
自
ら
の
財
政
的
な
重
要
性
を
誇
示
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　
パ
ピ
ル
ス
文
書
に
も
、
皇
帝
へ
の
請
願
で
は
な
く
総
督
に
対
す
る
も
の
だ

が
、
類
似
の
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
　
一
四
四
～
一
四
七
年
の
エ
ジ
プ
ト
総
督

　
　
　
　
⑥

へ
の
請
願
書
、
第
＝
一
～
一
三
行
目
で
請
願
者
は
、
自
ら
が
「
皇
帝
領
の
小

作
人
で
あ
り
、
皇
帝
の
金
庫
へ
十
分
な
租
税
を
支
払
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
」
役
入
か
ら
責
め
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
こ
こ
で

も
請
願
者
は
、
自
分
が
援
助
に
値
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
自
ら
の
財
政
的

な
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　
右
に
挙
げ
た
請
願
文
で
は
、
確
か
に
請
願
者
た
ち
が
自
分
た
ち
を
取
り
巻

く
環
境
の
過
酷
さ
を
強
講
し
、
皇
帝
た
ち
に
同
情
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
請
願
と
い
う
行
為
が
、
困
難

に
直
面
し
た
請
願
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
手
段
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な

ら
、
請
願
に
お
い
て
困
難
が
強
調
さ
れ
る
点
だ
け
を
請
願
の
特
質
と
見
な
し
、

理
念
と
し
て
の
貧
者
と
い
う
面
だ
け
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
請
願
に
お
け
る
困
窮
の
強
調
を
請
願
者
の
理
念
的
な
特

質
と
す
る
な
ら
、
請
願
者
た
ち
が
自
ら
の
財
政
的
な
重
要
性
を
訴
え
る
の
は
、

請
願
を
通
じ
た
交
渉
の
実
質
的
な
面
で
の
特
質
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
著
者
に
よ
る
第
二
の
主
張
で
あ
る
中
間
層
の
統
治
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
像
に
関
す
る
研
究
史
を
簡
単
に
説
明
し
た
う
え
で
論
評

し
た
い
。
か
つ
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
は
｝
～
三
世
紀
前
半
の
元
首
政
期
、

三
世
紀
の
軍
人
皇
帝
時
代
、
四
世
紀
以
後
の
専
制
君
主
政
期
と
し
て
区
分
さ

れ
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
皇
帝
の
権
力
は
強
大
化
・
独
裁
化
し
て
い
っ
た
と

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
近
の
研
究
で
は
皇
帝
に
よ
る
支
配
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
む
し
ろ
、
被
支
配
者
側
の
営
み
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
。
著
者
は
、
皇

帝
に
よ
る
一
方
的
な
支
配
と
い
う
見
解
と
、
臣
民
か
ら
の
圧
力
と
皇
帝
か
ら

の
対
応
を
双
方
向
的
に
見
な
す
見
解
の
二
つ
を
両
極
端
と
し
て
、
申
間
層
に

よ
る
政
治
参
加
と
い
う
自
ら
の
意
見
は
そ
れ
ら
の
問
に
位
遣
す
る
と
述
べ
て

い
る
（
一
五
五
～
一
五
八
頁
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
統
治
は

支
配
者
と
被
支
配
者
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
公
平
・
安
定
的

な
支
配
と
、
忠
誠
お
よ
び
納
税
な
ど
の
経
済
的
な
義
務
の
履
行
と
を
交
換
し

合
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

　
著
者
の
見
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
請
願
を
主
に
行
っ
た
の
が
中

間
層
で
あ
り
、
皇
帝
と
そ
の
官
僚
も
ま
た
請
願
に
対
し
て
積
極
的
に
重
事
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
評
者
は
、
こ
の
見
解
に
は
賛
成

で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
留
保
を
付
け
た
い
。
と
い
う
の
も
、
皇
帝
の
公
平
・
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安
定
的
な
支
配
と
、
臣
民
の
忠
誠
及
び
経
済
的
支
援
と
の
交
換
は
、
装
わ
れ

た
振
る
舞
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
こ

の
見
解
を
～
つ
の
モ
デ
ル
と
す
る
一
方
で
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
者
と
被
支

配
者
が
こ
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
利
益
を
与

え
あ
っ
て
い
た
と
述
べ
て
お
り
、
理
念
と
実
態
の
区
別
が
曖
昧
な
ま
ま
で
あ

る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
妥
当
性
を
歴
史
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
す
ぐ
さ

ま
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
最
高
価
格
例
の
事
例
が
想
起
さ
れ
る
。

デ
イ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
物
価
上
昇
を
抑
え
る
た
め
に
最
高
価
格
令
を
発

し
た
が
、
そ
の
結
果
が
芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

皇
帝
の
提
供
し
た
支
配
が
公
平
・
安
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
す
の
は

あ
ま
り
に
も
理
想
主
義
的
で
あ
る
。
請
願
者
た
ち
が
皇
帝
に
訴
え
か
け
る
に

あ
た
っ
て
、
自
ら
の
忠
誠
と
国
庫
へ
の
貢
献
を
、
皇
帝
た
ち
に
よ
る
救
済
の

代
替
物
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
右
に
挙
げ
た
碑
文
や
パ
ピ
ル
ス
か

ら
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
皇
帝
た
ち
に
よ
る
施
策
が
必
ず
し
も
臣
民
た

ち
に
と
っ
て
好
都
合
な
も
の
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
著

者
が
提
示
し
た
見
解
は
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
統
治
の
実
情
と
し
て
よ
り
も
、

ロ
ー
マ
統
治
の
理
念
と
し
て
見
な
す
の
が
適
切
で
あ
る
。
評
者
は
、
著
者
の

コ
ノ
リ
ー
と
類
似
し
た
問
題
関
心
か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
の
法
と
社
会
を
研
究
し

て
お
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
支
配
と
被
支
配
の
実
像
に
つ
い
て
は
自
ら

の
課
題
と
し
て
今
後
の
研
究
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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