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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
、
常
時
先
に
述
べ
ら
れ
た
程
度
に
ま
で
明
か
に
贅
本
家
と
勢
働
者
と
の
否
定
的
…
關
係
が
指
摘
さ
れ
て
る
た

に
も
拘
ら
ず
、
術
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
自
身
、
及
び
ベ
ン
タ
ム
が
こ
の
黙
を
重
要
覗
し
て
み
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
の
は
、
何
故
で
あ
ら
う

か
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
「
文
明
に
し
て
繁
課
し
て
み
る
民
族
の
間
で
は
：
：
し
か
し
祉
會
の
全
品
の
生
産
物
が
非
常
に
多
い
の
で
、

総
て
の
人
群
が
暴
汝
豊
富
に
供
給
を
受
け
て
お
り
、
最
も
下
級
で
貧
し
い
勢
働
者
で
さ
へ
も
、
瞼
約
し
て
勤
勉
で
↓
‘
o
れ
ば
、
野
螢
人
に
と

っ
て
得
る
こ
と
が
出
來
る
よ
り
も
生
活
必
需
晶
と
便
釜
品
と
を
よ
り
多
く
分
前
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
規
叢
る
」
（
瀞
憲
・
ワ
無
く
艶
）
と

い
ふ
買
時
の
一
般
的
な
考
へ
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
も
っ
と
も
警
告
入
の
欺
態
と
比
較
す
る
こ
と
が
勢
働
春
の
生
活
の
貧
富
の
判
定

の
正
當
な
根
蝶
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
は
．
凝
ひ
な
き
を
え
な
い
け
れ
ど
も
、
肚
會
の
繁
榮
に
つ
い
て
の
確
信
が
彼
等
を
し
て
樂
天
的
な
ら

し
め
た
の
で
あ
ら
う
Q
し
か
し
な
が
ら
資
本
家
と
勢
働
者
と
の
聞
に
勤
立
よ
り
も
む
し
ろ
術
利
害
の
共
逓
を
感
じ
さ
せ
た
言
触
ば
、
七
時

富
者
が
共
通
の
敵
を
持
っ
て
る
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
共
逓
の
敵
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
産
業
資
本
主
義
禮
綱
の
搬
展
を
阻
止

す
る
、
特
穣
に
支
へ
ら
れ
た
支
配
階
級
で
あ
っ
た
Q
な
る
程
彼
等
は
既
に
腐
敗
し
て
み
た
で
あ
ら
う
し
、
も
は
や
肚
會
を
指
導
す
る
正
営

な
根
尾
を
失
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
ベ
ン
タ
ム
の
糊
代
に
は
破
等
は
無
際
し
て
よ
い
程
無
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
術
有
力
で
さ
へ
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あ
っ
た
。
こ
れ
ら
少
数
の
特
犠
階
級
と
べ
ン
〃
ム
達
が
代
表
す
る
階
級
の
多
敷
若
と
の
關
係
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う

か
。
こ
の
顯
に
つ
い
て
ベ
ン
ク
ム
欝
身
の
言
葉
、
に
よ
っ
て
考
察
し
よ
う
。
ベ
ン
タ
ム
は
當
時
の
．
二
輪
リ
ス
の
心
奥
を
二
つ
の
階
級
に
分
ち
、

こ
れ
を
「
支
配
す
る
少
数
暫
」
臼
①
触
国
号
ぴ
q
富
≦
、
及
び
「
臣
濁
す
る
多
数
蔚
」
夢
①
ω
¢
9
⑦
o
㌣
筥
碧
《
種
切
。
無
夢
ヨ
”
毛
。
鱒
ω
く
○
二
㎞
も
．

巌
α
）
と
名
づ
け
て
み
る
。
そ
し
て
更
に
爾
階
級
の
献
態
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
較
べ
て
み
る
Q
「
腐
敗
と
不
腐
敗
と
に
写
し
て
、
或
ひ
は

も
っ
と
明
瞭
に
い
へ
ぼ
、
悪
徳
と
美
徳
に
關
し
て
明
白
な
費
際
の
翼
相
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
み
‘
9
る
。
支

・
配
す
る
少
数
者
に
最
大
の
悪
徳
と
腐
敗
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
普
遍
的
な
利
釜
を
犠
牲
と
す
る
彼
等
自
身
の
私
的
で
悪
質
な
利
釜
に
奉
仕

す
る
擢
力
が
彼
等
の
手
中
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
又
そ
の
や
う
に
振
舞
ひ
、
そ
の
や
う
な
不
麟
の
目
的
達
成
の
た
め
に
相
撃
に
手
段
と

な
り
合
ふ
こ
と
を
企
て
、
こ
れ
を
雲
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
悪
徳
と
腐
敗
と
の
至
恩
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し

て
臣
古
す
る
多
激
者
に
は
殆
ん
ど
悪
徳
と
悔
敗
と
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
破
等
は
そ
れ
程
曝
し
く
そ
の
や
う
な
悪
質
な
利
盆
の
干
與

者
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
或
ひ
は
又
昇
等
の
行
爲
に
許
魎
的
で
有
釜
な
方
向
を
與
へ
る
こ
と
に
個
人
的
利
釜
を
見
出
す
入
汝
に
よ

っ
て
、
或
ひ
は
彼
等
の
封
土
や
人
類
を
愛
し
、
そ
の
心
情
が
嘗
っ
て
何
等
か
の
自
愛
的
な
利
釜
に
よ
っ
て
蟻
倒
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
や
う

な
入
込
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
や
う
な
進
路
を
邉
求
す
る
自
由
が
残
さ
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
」
（
8
箆
）
。
　
こ
の
嘗
葉
の
中
に
ベ
ン
タ
ム

が
明
瞭
に
語
っ
て
み
る
や
う
に
、
支
配
者
の
悪
穂
と
腐
敗
の
原
閃
が
彼
等
の
關
心
の
利
己
的
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、
　
「
彼
等
自
身
の
私
的

で
悪
質
な
利
釜
に
奉
仕
す
る
継
物
が
彼
等
の
手
中
に
あ
っ
た
」
こ
と
に
見
呂
さ
れ
て
る
る
黙
が
注
冒
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
封
し
て

臣
期
す
る
多
数
奢
に
悪
徳
と
腐
敗
が
少
い
の
は
、
そ
の
反
封
に
彼
等
が
悪
質
な
利
釜
の
干
二
者
で
な
か
っ
た
こ
と
、
邸
ち
彼
等
の
童
心
が

利
己
的
で
な
か
っ
た
こ
と
と
、
権
力
に
與
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
鞭
っ
て
曹
遍
的
な
利
続
を
主
張
す
る
付
下
の
正
當
な
指
示
に
自
己
の
進
む

方
向
を
見
繊
す
自
由
を
持
っ
て
る
た
こ
と
等
が
原
因
と
し
て
畢
げ
ら
れ
て
る
る
の
も
興
味
深
い
。
少
受
取
に
走
力
が
集
中
し
て
、
彼
等
が

特
権
階
級
と
な
っ
た
と
き
、
彼
等
は
文
字
通
り
「
支
配
す
る
少
立
者
」
と
な
り
、
こ
れ
に
封
し
て
多
数
者
は
「
臣
嘉
す
る
多
数
者
」
と
な

る
。
亥
況
者
と
隷
繍
暫
と
い
ふ
蒼
建
送
人
隅
禰
關
係
が
こ
玉
に
地
嵐
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
關
係
を
生
ん
だ
原
因
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
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瀟
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一
　
八

生
産
手
段
の
輔
導
と
こ
れ
に
結
び
つ
く
特
権
と
で
あ
っ
た
Q
こ
の
や
う
な
否
定
的
如
上
に
於
い
て
は
支
配
者
の
關
心
が
利
己
的
と
な
る
の

が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
し
、
當
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
於
い
て
も
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
當
然
の
結
県
と
し
て
彼
等
ぱ
腐
敗
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
そ
の
碧
し
い
例
と
し
て
、
國
家
権
力
を
背
景
と
し
た
圃
、
ー
カ
ン
ク
イ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
便
乗
し
て
爲
さ
れ
た
特
…
擢
階
級
の

商
業
、
産
業
上
の
利
釜
の
猫
占
が
墨
げ
ら
れ
る
だ
ら
う
。
こ
れ
が
如
何
に
毎
回
の
多
血
を
犠
牲
と
し
、
草
画
に
害
諺
を
流
し
、
肚
會
発
般

の
繁
榮
を
限
止
し
た
か
は
「
如
上
論
」
の
重
商
主
義
批
劇
の
部
分
に
詳
し
く
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
通
り
で
あ
ら
う
。
経
濟
上
の
利
釜
の
濁
占

は
多
数
者
に
と
っ
て
不
雷
干
で
苛
酷
な
悪
法
の
制
定
を
要
し
、
こ
の
や
う
な
立
法
に
は
悪
名
高
い
腐
敗
選
志
紀
と
醐
限
さ
れ
た
選
繋
・
制
度

が
維
持
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
穣
力
の
座
に
あ
る
も
の
の
悪
徳
と
腐
敗
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
可
能
に
す
る
や
う
な
批

會
的
條
件
の
下
に
於
い
て
は
例
外
的
な
事
柄
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
一
般
的
傾
向
と
い
ふ
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ン

タ
ム
も
「
致
府
の
賢
二
上
の
麟
的
鋳
Φ
鋤
。
嘗
巴
Φ
邑
は
ど
の
國
家
に
於
い
て
も
、
一
人
で
あ
れ
、
多
数
で
あ
れ
㌔
政
府
の
磁
力
を
行
使
す

る
人
々
の
最
大
幸
　
輪
で
あ
る
」
（
、
b
d
Φ
暮
冨
ヨ
”
≦
o
葺
。
。
矯
く
巳
ジ
・
や
α
）
と
言
は
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
　
こ
の
や
う
な
支
配
者
の
利
巴
的
．
關

心
の
…
封
象
と
な
っ
た
「
臣
面
す
る
多
事
者
」
は
、
彼
等
の
本
質
的
な
活
動
と
、
そ
の
活
動
に
作
ふ
正
面
な
利
絡
か
ら
疎
外
さ
れ
て
、
彼
等

に
と
っ
て
本
質
的
な
る
も
の
の
他
者
、
帥
ち
望
ま
し
く
な
い
歌
態
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
ユ
に
多
数
者
の
不
幸
と
不
悉
と
が
あ

る
。
閲
題
の
核
心
は
船
宿
者
の
本
質
的
活
動
と
、
こ
れ
に
作
ふ
正
嘗
な
本
質
的
利
盆
が
阻
筈
さ
れ
て
る
る
黙
に
あ
っ
た
。
從
っ
て
多
古
管

の
不
幸
と
不
灌
と
は
彼
等
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
う
な
多
数
者
の
不
幸
と
不
遜
…
と
か
ら
生
ず
る
彼
等
の
本

質
的
な
要
求
は
、
次
の
や
う
な
べ
ン
タ
ム
の
言
葉
を
通
し
て
表
明
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
「
い
つ
れ
の
國
家
に
於
い
て
も
、
政
府
の
正
賞
な

本
釜
の
目
的
は
國
寂
を
確
成
す
る
総
て
の
綱
人
の
最
大
幸
輻
、
換
㎝
冒
す
れ
ば
最
大
多
数
の
最
大
毒
輻
で
あ
る
」
（
陣
σ
鑓
）
と
Q
支
配
す
る
少

数
者
は
下
府
の
費
挙
上
の
藏
的
に
圃
評
し
、
多
数
者
は
政
府
の
正
當
な
本
來
の
目
的
を
要
求
す
る
。
少
数
者
は
現
燕
を
維
持
し
よ
う
と
し
、

多
数
者
は
現
歌
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
。
當
時
街
少
激
者
の
幸
輻
が
面
的
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
多
激
者
の
不
幸
、
叉
は
幸
蔵
の
制
限
を
意

味
す
る
が
故
に
、
多
撒
者
は
自
己
の
本
質
的
活
動
と
こ
れ
に
栓
ふ
こ
と
を
期
待
す
る
幸
輻
を
正
當
と
し
、
こ
れ
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
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特
構
階
級
と
の
封
最
要
係
に
於
い
て
、
ベ
ン
タ
ム
は
明
か
に
「
臣
從
す
る
多
無
考
」
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
利
釜
を
防
衛
し
、
そ
の
要
求

と
確
信
と
な
先
の
命
題
に
よ
っ
て
表
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。
多
仁
者
と
ベ
ン
ク
ム
と
の
こ
の
や
う
な
開
心
を
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ユ
ァ
ー
ト
・

ミ
ル
は
次
の
や
う
に
蓮
べ
て
る
る
Q
　
「
我
六
の
融
・
曾
制
度
に
關
し
て
今
ま
で
に
爲
さ
れ
て
き
た
諸
気
化
、
及
び
今
後
爲
さ
れ
る
で
あ
ら
う

偉
大
な
諸
縮
化
は
哲
學
者
の
事
業
で
は
な
く
て
、
最
近
有
力
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
三
舎
の
大
部
分
の
人
入
の
關
心
と
本
能
と
の
事
業
で

あ
る
。
し
か
し
ベ
ン
ク
ム
は
そ
れ
ら
の
關
心
と
本
能
と
に
聲
な
與
へ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
語
り
禺
す
ま
で
は
、
丈
六
の
就
倉
制
度
が
自

分
た
ち
に
と
っ
て
不
遽
當
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
み
た
そ
れ
ら
の
人
湊
も
、
敢
て
こ
の
こ
と
を
苧
．
日
ひ
え
な
か
っ
た
し
、
又
意
識
し
て
考

へ
る
エ
と
を
敢
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
，
9
ω
・
ヨ
臨
…
○
雛
ゆ
㊦
β
昏
毎
y
や
駆
ご
と
。
そ
し
て
こ
の
顯
を
ア
レ
ヴ
ィ
は
一
層
血
膿
的
に
、

し
か
も
は
っ
き
り
と
次
の
や
う
に
指
摘
し
て
み
る
。
フ
て
れ
〔
ベ
ソ
ク
ム
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
の
道
徳
〕
は
祉
禽
に
逓
心
し
て
み
る
反

感
叉
は
共
感
を
費
践
的
占
断
の
感
情
的
な
法
則
と
し
た
り
、
行
は
れ
る
こ
と
の
稀
で
虚
飾
的
な
美
徳
を
讃
美
し
た
り
、
叉
は
支
配
階
級

の
利
釜
と
い
ふ
見
地
か
ら
大
衆
に
謙
譲
と
犠
牲
と
を
す
N
め
た
り
す
る
や
う
な
宗
敏
的
、
叉
は
貴
族
的
な
、
そ
し
て
禁
歓
約
、
叉
は
騎
士

的
な
滋
徳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
瞥
画
す
る
職
蜂
や
、
鏡
．
敏
歳
．
商
入
の
た
め
に
創
り
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
桑
に
彼
等
の
臨
池
を
防
衛
す
る

こ
と
を
教
へ
る
…
干
民
的
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
道
徳
で
あ
り
、
推
論
し
計
算
す
る
干
凡
な
道
徳
で
あ
る
」
（
図
“
諏
⇔
早
く
質
O
㍗

o
堵
臼
o
h
O
ぼ
ざ
卯
8
窯
ら
労
鎌
柄
。
鉱
δ
讐
も
・
、
笥
団
～
・
類
。
ゆ
）
と
。
多
数
者
の
利
釜
を
特
椹
階
級
か
ら
防
衛
す
る
こ
と
が
ベ
ン
タ
ム
の
撹
徳
の
眼
団
で

あ
っ
た
と
す
る
こ
の
解
鐸
は
、
更
に
有
力
な
根
掛
を
ベ
ン
〃
ム
の
著
「
鱈
購
論
」
じ
d
o
o
堺
。
繍
鴎
巴
冨
。
凶
①
ω
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。

「
欝
曝
」
貯
賢
9
0
0
畷
と
は
何
で
あ
る
か
。
　
ベ
ン
タ
ム
は
こ
の
著
作
で
は
特
に
政
治
上
の
欝
購
に
限
っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
次
の

や
う
に
設
備
し
て
み
る
。
　
「
鱈
賄
と
は
特
に
あ
る
意
見
、
　
叉
は
法
定
せ
ら
れ
た
意
見
な
列
畢
す
る
あ
る
命
題
に
勤
し
て
摘
　
用
せ
ら
れ
る

名
穗
で
は
な
く
し
て
、
ど
の
や
う
な
形
の
も
の
で
あ
れ
、
意
圃
の
有
無
を
と
は
ず
、
何
等
か
の
誤
っ
た
意
見
な
信
奉
せ
し
め
る
か
、
叉
は

既
に
認
め
ら
れ
て
み
る
誤
っ
た
意
見
を
介
し
て
何
等
か
の
有
害
な
方
向
に
向
ふ
行
動
に
從
事
せ
し
め
、
又
は
こ
れ
を
圃
守
せ
し
め
る
や
う

な
傾
陶
を
も
つ
と
息
は
れ
る
論
議
に
託
し
て
遍
用
さ
れ
る
名
工
で
あ
る
」
窃
窪
夢
鑓
さ
…
芝
9
、
冨
’
く
。
＝
P
℃
・
。
。
c
。
O
）
と
。
印
ち
潔
斎
と
い
ふ

　
　
　
籍
覇
記
入
鶏
の
隔
ぶ
質
（
｛
冗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
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背
學
際
究
　
第
四
胃
四
十
八
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薦
○

の
ば
箪
純
な
意
見
の
誤
謬
①
塁
。
騰
で
は
な
く
て
、
誤
っ
た
意
見
を
悪
用
し
て
、
蒋
害
な
結
果
を
導
き
欝
さ
う
と
す
る
悪
質
な
關
心
に
基

い
て
み
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
鶴
購
は
誰
に
よ
っ
て
、
叉
何
の
た
め
に
用
ひ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
　
「
こ
の
議
事
は
あ
ら
ゆ

る
道
理
の
働
き
を
抑
恋
す
る
意
圃
を
も
つ
て
悪
弊
、
叉
は
人
民
大
衆
の
壼
禮
に
と
っ
て
有
害
な
制
度
を
麦
持
す
る
こ
と
に
煮
端
を
い
だ
い

て
み
る
人
々
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
わ
た
っ
て
非
常
に
多
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
な
事
柄
で
あ
る
」
（
卿
σ
戸
倉
や
。
。
り
ω
）
。
こ
の
や

う
な
悪
質
な
驕
心
な
い
だ
い
て
み
る
人
汝
と
は
誰
で
あ
っ
た
か
Q
い
ふ
京
で
も
な
く
そ
れ
は
「
支
配
す
る
少
数
者
」
で
あ
っ
た
Q
少
数
者

は
悪
弊
を
維
持
す
る
こ
と
に
於
い
て
利
釜
を
共
に
し
、
有
害
な
る
制
度
の
支
持
を
通
し
て
聯
合
す
る
Q
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
盤
し

て
そ
の
利
釜
を
守
ら
う
と
す
る
だ
ら
う
。
　
「
し
か
も
唯
携
晦
に
よ
っ
て
の
み
防
衛
し
う
る
と
い
ふ
の
が
悪
弊
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
從

っ
て
悪
弊
に
よ
っ
て
結
合
し
た
誌
て
の
徒
難
に
と
っ
て
儒
購
、
そ
れ
も
各
櫃
人
に
と
っ
て
役
立
つ
や
う
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
徒
窯
全

膿
に
と
っ
て
有
用
な
諸
汝
の
憎
愛
を
最
も
廣
範
幽
に
適
用
す
る
こ
と
が
そ
の
驕
心
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
に
と
っ
て
、
人
間
精
淋
を
し
て

誤
謬
と
眞
理
と
の
匿
別
が
嵩
來
な
い
や
う
な
暗
愚
な
瓶
態
に
と
父
め
て
お
く
こ
と
が
最
も
重
要
な
事
柄
で
あ
る
」
Q
⊆
9
》
ミ
Φ
）
。
從
っ

て
先
に
引
用
し
た
ア
レ
ヴ
ィ
の
「
支
配
階
級
の
利
廻
と
い
ふ
見
地
か
ら
大
衆
に
謙
譲
と
犠
牲
と
を
す
x
め
る
や
う
な
宗
教
的
、
叉
は
貴
族

的
な
、
そ
し
て
禁
欲
的
、
叉
は
騎
士
道
的
道
徳
」
と
い
ふ
言
葉
が
決
し
て
誇
張
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
Q
ベ
ソ
タ
ム
は
「
幽
門
論
し

で
は
専
ら
敏
治
に
用
ひ
ら
れ
る
も
の
だ
け
に
限
っ
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
儒
瞳
は
軍
に
敬
治
上
ば
か
り
で
な
く
、

「
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
わ
た
っ
て
非
常
に
多
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
な
事
柄
で
山
‘
0
る
」
か
ら
、
遜
徳
の
領
域
に
於
い
て
も
用
ひ
ら
れ
る

こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
少
数
者
に
と
っ
て
「
人
間
精
瀞
を
し
て
談
謬
と
眞
理
と
の
匠
別
が
出
　
來
な
い
5
5
・
う
な
暗
感
な
歌
態
に
と

父
め
て
お
く
こ
と
が
最
も
重
要
な
事
柄
」
だ
と
す
れ
ぽ
、
甦
に
彼
等
に
と
っ
て
最
も
恐
る
べ
き
、
し
か
も
望
ま
し
く
な
い
事
柄
は
、
多
数

者
が
誤
謬
と
眞
理
と
を
麗
別
し
て
、
欝
磁
を
看
破
り
、
眞
に
自
己
の
本
質
的
な
利
釜
に
目
覚
め
、
獺
結
し
て
張
大
な
勢
力
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
多
徽
者
の
立
蕩
に
立
つ
功
利
主
義
者
の
爲
す
べ
き
最
も
華
墨
な
纂
柄
の
一
つ
は
こ
の
黙
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
多
敷
者
に
眞
費
の

利
釜
と
幸
織
と
の
簸
た
る
か
を
藪
へ
、
破
等
の
正
確
な
要
求
に
形
を
翼
へ
、
耳
癖
の
力
を
紳
ば
す
諸
糖
策
の
原
理
と
な
っ
た
の
が
ベ
ン
ク
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ム
の
功
利
主
義
の
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
う
な
功
利
主
義
考
の
努
力
に
つ
い
て
、
ア
レ
ヴ
ィ
は
次
の
や
う
に
蓮
べ
て
る
る
。
　
「
個
人
の

利
釜
と
共
同
の
利
盆
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
功
利
主
義
者
の
試
み
は
、
彼
等
の
哲
學
の
中
に
先
づ
第
一
に
自
己
放
棄
器
罵
、
黛
。
9
①
ぴ
q
－

農。

y
§
を
信
用
し
な
い
で
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
な
ら
ば
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
來

な
い
だ
ら
う
」
（
騨
寓
』
並
物
0
3
譲
簿
。
脇
鳳
μ
圃
δ
8
℃
三
〇
冨
象
。
麟
房
鑓
・
唱
・
幽
課
）
と
。
　
こ
x
に
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
指
摘
さ
れ
て
る

る
。
・
即
ち
多
数
者
の
雪
笹
を
防
衛
し
、
確
保
し
よ
う
と
す
る
功
利
主
義
者
が
自
己
放
棄
、
帥
ち
自
已
犠
牲
を
否
認
し
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
の
に
繁
し
て
、
賢
母
出
6
5
の
悪
．
致
な
利
下
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
が
自
己
犠
牲
と
謙
譲
の
美
徳
を
読
く
と
い
ふ
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
こ
そ
依
存
闘
…
係
が
一
方
向
的
で
否
定
的
な
人
間
關
係
の
一
つ
の
重
要
な
徴
候
で
あ
る
。
美

徳
を
詮
く
支
配
者
に
封
抗
す
べ
き
功
利
主
義
の
倫
理
と
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
は
、
多
数
潜
に
と
っ
て
憾
辛
知
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
軍
要
な
事
柄
で
あ
ら
う
。

　
ベ
ソ
タ
ム
の
前
撮
し
た
人
問
の
費
在
的
本
質
が
示
す
や
う
に
、
こ
の
入
間
の
本
質
的
活
動
も
、
こ
の
活
動
の
追
求
す
る
贋
擁
と
し
て
の

幸
輻
そ
の
も
の
も
共
に
現
費
の
就
曾
生
活
の
中
に
見
出
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
本
野
人
問
の
本
質
的
活
動
と
、
そ
れ
の
鴇

指
す
債
値
に
關
は
る
倫
理
は
、
他
の
部
門
と
並
ん
で
、
各
々
墨
焼
の
就
奪
生
活
の
一
領
域
に
針
慮
す
る
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
ベ
ン
タ

ム
に
よ
れ
ば
、
「
一
般
的
に
い
っ
て
倫
理
と
は
、
そ
の
閥
心
が
問
題
で
あ
る
當
事
者
に
と
っ
て
、
可
能
な
限
り
の
最
大
量
の
幸
輻
を
産
出
す

る
た
め
に
入
汝
の
行
動
を
指
導
す
る
術
夢
①
黛
。
欝
。
臨
島
お
9
冒
騨
q
ヨ
①
め
．
ω
簿
。
鉱
。
召
ω
と
定
義
さ
れ
る
だ
ら
う
」
（
蔦
蔓
夢
9
・
籔
”
等
ぽ
。
な
岡
⑦
の

。
臨
筥
・
俸
ド
や
。
。
一
e
。
倫
理
は
更
に
「
人
聞
の
自
己
霞
身
の
行
動
を
指
導
す
る
術
」
（
薫
飢
）
と
し
て
の
「
自
治
の
術
、
師
ち
個
人
的
倫

理
」
（
一
σ
誌
）
と
、
「
他
人
の
行
動
を
指
導
す
る
術
…
」
（
圃
三
山
）
と
し
て
の
「
統
治
の
術
」
（
掘
建
阜
や
。
。
H
H
）
で
あ
る
「
立
法
し
と
「
行
政
し
（
謬
冠
）

と
に
分
類
さ
れ
、
爾
者
は
目
的
も
關
輿
す
る
事
柄
も
岡
じ
で
あ
っ
て
、
延
金
異
の
仕
方
が
異
る
の
で
あ
る
。
狭
義
の
倫
理
の
眼
目
は
、
一

般
に
政
治
が
關
興
し
え
な
い
領
域
で
、
こ
れ
と
協
働
し
て
共
闘
の
目
的
を
達
威
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
大
衆
に
と
っ
て
最
も

身
近
で
重
要
な
問
題
は
、
磯
接
に
何
を
爲
す
べ
き
か
を
指
示
す
る
義
務
の
内
審
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
Q
「
道
徳
と

　
　
　
幸
灘
と
人
間
の
庫
質
（
鵯
じ
’
フ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
二
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器
…
瓢

立
法
の
原
理
」
の
中
で
ベ
ン
タ
ム
は
次
の
一
二
つ
の
義
務
を
畢
げ
て
る
る
。
義
務
な
大
濁
す
れ
ば
、
「
人
聞
の
自
己
嶽
身
へ
の
義
務
」
と
「
他

人
へ
の
義
務
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
墨
銀
に
は
「
怒
慮
」
窯
鼠
Φ
昌
8
∴
…
蕊
e
が
、
後
者
に
は
「
黙
々
」
鷲
。
藏
蔓
と
「
慈
善
」
σ
①
・

謬
①
〈
9
①
謬
。
Φ
含
黙
e
が
各
λ
義
務
と
し
て
旙
す
る
Q
各
汝
の
義
務
は
い
つ
れ
も
自
己
自
身
、
又
は
他
人
の
幸
輻
の
質
現
の
依
存
す
る
人

聞
の
「
態
度
し
び
①
げ
g
。
〈
ざ
鶏
ω
（
卿
三
山
）
で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
の
幸
爾
の
費
現
に
と
っ
て
「
思
慮
」
が
軍
書
で
あ
る
こ
と
は
今
ま
で
の
考

察
か
ら
一
轍
説
明
を
要
し
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
誠
費
」
と
「
慈
善
」
と
は
、
そ
の
内
案
が
ペ
ソ
タ
ム
に
相
厳
し
く
、
興
味

深
い
。
二
二
は
い
つ
れ
も
他
人
の
幸
輻
を
考
慮
す
る
に
方
っ
て
と
る
べ
き
態
度
で
あ
る
が
、
「
他
人
の
幸
…
鵬
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
録
し

む
方
法
」
へ
び
繊
）
に
よ
る
の
が
「
誠
實
」
で
あ
り
、
「
他
人
の
幸
∴
鵬
を
塘
溶
す
る
こ
と
を
工
夫
す
る
方
法
」
含
玄
e
に
よ
る
の
が
「
慈
善
」

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
み
る
。
從
っ
て
三
つ
の
義
務
は
皆
自
他
の
幸
鵬
を
費
現
す
る
と
い
ふ
唯
一
最
高
の
目
的
に
奉
仕
す
る
と
い
ふ
意
味

に
於
い
て
義
務
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
各
λ
が
ザ
て
れ
自
膿
で
便
．
値
あ
る
が
赦
に
義
務
な
の
で
は
な
い
。
ベ
ン
タ
ム
が
「
倫
理
と
は
、
そ
の

開
心
が
闇
題
で
あ
る
當
事
者
に
と
っ
て
、
可
能
な
限
り
の
最
大
量
の
幸
輻
の
産
繊
の
た
め
に
人
声
の
行
動
を
指
導
す
る
術
」
と
定
義
し
た

と
き
、
彼
は
倫
理
の
最
高
の
鷺
的
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
目
的
を
「
産
禺
す
る
た
め
に
人
六
の
行
動
を
指
導
す
る
術
」
と
し
て
の

倫
理
が
こ
の
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
み
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ら
う
。
倫
理
の
指
導
す
る
事
柄
の
洋
品
も
軍
国

な
も
の
が
義
務
内
容
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
義
務
の
最
高
目
的
に
勤
す
る
叢
話
は
、
目
的
費
現
へ
の
奉
仕
、
又
は
手
段
と
い
ふ
べ
き
で

は
な
い
だ
ら
う
か
。
今
の
揚
合
、
「
美
徳
は
あ
る
回
章
へ
の
手
段
と
考
へ
ら
れ
る
。
　
あ
る
目
的
へ
の
手
段
は
国
的
が
債
櫨
づ
け
ら
れ
る

限
り
に
於
い
て
偵
笹
づ
け
ら
れ
る
」
ハ
U
・
頃
¢
ヨ
①
“
↓
屋
銭
。
。
㊦
o
h
類
ニ
ョ
弓
昌
p
ε
目
Φ
》
鍵
O
）
と
い
ふ
ヒ
ュ
ー
ム
の
憶
想
は
、
美
徳
に
つ
い

て
で
は
あ
る
が
興
味
深
い
。
　
㎝
般
に
倫
理
的
な
も
の
が
、
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
鵬
」
と
い
ふ
命
題
に
示
さ
れ
る
や
う
な
唯
　
最
高
の
濤

的
に
勤
し
て
奉
仕
す
べ
き
手
段
と
考
へ
る
勲
で
功
利
主
義
者
は
大
膿
一
致
し
て
み
る
や
う
で
あ
っ
て
、
ベ
ン
ク
ム
の
揚
合
も
例
外
で
は
な

い
9
そ
し
て
こ
の
黙
が
今
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ペ
ン
タ
ム
に
於
い
て
も
義
務
が
義
務
と
し
て
意
識
さ
れ
、
債
他
あ
る
も

の
と
し
て
服
從
さ
れ
る
脱
藩
、
常
に
そ
れ
の
牽
点
す
べ
き
目
的
が
翼
に
便
盲
あ
る
も
の
と
し
て
正
し
く
雪
嵐
さ
れ
て
る
る
こ
と
が
肝
要
な
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事
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
こ
の
把
握
が
映
け
て
お
り
、
圏
的
が
見
失
は
れ
た
鷹
合
に
は
儒
購
の
つ
け
入
る
隙
も
生
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
　
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
輻
」
と
い
ふ
命
題
は
、
こ
の
鍛
高
の
鼠
的
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
、
倫
理
に
於
い
て
も
一
刻
も
忘
れ
ら
れ

て
は
な
ら
な
い
。
勿
論
ベ
ン
タ
ム
の
倫
理
の
眼
目
は
こ
の
命
題
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
を
積
蔵
的
に
賢
現
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
が
、
階
級
醤
立
が
現
に
存
在
す
る
砒
會
に
於
い
て
、
多
分
奢
に
向
ふ
べ
き
最
高
聞
的
を
指
示
し
、
こ
れ
に
到
る
手
段
と
し
て
の
義

務
を
、
　
こ
の
目
的
と
の
…
關
聯
に
於
い
て
示
し
た
彼
の
倫
理
の
意
味
も
置
注
藏
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
　
ア
レ
ヴ
ィ
が
ベ
ン
タ
ム
の
道
徳
を

「
勢
働
す
る
職
人
や
鋭
敏
な
商
人
の
た
め
に
細
り
嵐
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
涛
に
破
等
の
利
釜
を
教
へ
る
…
干
民
的
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
ブ

ル
ジ
ョ
ア
道
徳
」
で
あ
る
と
評
し
た
こ
と
は
決
し
て
誇
、
張
で
は
な
く
、
正
當
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
…
從
っ
て
こ
の
や

う
な
道
徳
の
最
高
蹟
的
の
衷
現
で
・
い
‘
o
る
「
最
大
多
数
の
最
多
幸
鵬
」
と
い
ふ
命
題
は
、
立
時
碕
存
在
し
た
支
配
と
隷
鋤
と
い
ふ
否
定
的
人

間
…
定
心
に
於
い
て
は
、
最
大
多
数
者
の
本
質
的
利
釜
と
し
て
の
幸
報
の
心
術
と
い
ふ
黙
で
極
め
て
重
要
な
意
味
と
役
舗
と
を
も
っ
て
み
た

と
い
ふ
こ
と
が
繊
來
る
Q

　
ベ
ン
ク
ム
の
幸
輻
の
概
念
そ
の
も
の
が
｛
定
の
砒
解
熱
亡
君
と
、
こ
れ
に
封
越
し
た
画
幅
閥
係
を
不
可
欲
の
前
提
と
し
て
み
る
か
ら
、

人
悶
の
祉
會
的
弓
係
は
幸
編
の
概
念
そ
の
も
の
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
客
易
に
考
へ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
黙
に
注
闘
し

て
、
人
聞
の
融
心
的
關
係
か
ら
ベ
ン
ク
ム
の
率
爾
の
概
念
の
阯
轡
的
意
味
を
探
る
の
が
本
節
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
欝
時
の
歴
吏
的
縛
換
期
の
複
雅
な
敢
愈
情
勢
を
反
映
し
て
、
破
の
幸
綴
の
概
念
は
、
こ
れ
に
封
澄
す
る
産
業
階

級
と
い
ふ
蕊
取
の
最
大
多
数
者
の
建
設
的
搬
展
と
防
衛
的
改
革
と
の
二
つ
の
網
互
に
關
隣
し
た
意
昧
に
於
い
て
、
そ
の
本
質
的
飯
釜
を
表

明
し
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
患
凍
る
。
先
に
ベ
ン
ク
ム
の
幸
輻
の
概
念
は
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
か
ら
い
っ
て
趾
愈
的
概
念
と
規
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　

た
の
で
あ
っ
た
が
、
人
間
の
融
會
的
關
係
か
ら
み
て
も
、
一
層
其
、
腱
的
な
意
味
で
謎
會
的
概
念
で
あ
る
乏
い
は
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
（
註
）
　
關
心
の
聾
象
と
い
ふ
人
闘
の
規
定
か
ら
ベ
ン
タ
ム
の
繭
毅
し
た
離
本
的
人
…
間
闘
係
な
探
り
禺
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
瀦
に
体
し
て
起
る

　
　
　
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
異
論
に
つ
い
て
最
後
に
翻
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
糠
自
愛
の
鰍
心
の
嘗
象
と
い
ふ
規
定
か
ら
嫁
ぎ
出
さ
れ
た
”
一
り
な
入
間
闘

　
　
　
撃
灘
と
人
悶
の
本
質
（
臓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
薫
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器
西

係
が
決
し
て
入
隔
に
と
っ
て
墓
本
的
な
も
の
で
な
く
、
例
等
か
の
普
．
謹
粕
な
人
目
の
本
気
に
少
く
原
蝿
に
支
配
さ
れ
る
騰
係
が
基
．
本
的
な
入
間
翻
係

で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
と
患
は
れ
る
。
先
に
拳
編
語
調
す
る
混
浴
の
槍
融
に
際
し
て
粥
揃
さ
れ
た
や
う
に
、
こ
エ
で
も
ベ
ン
募
ム
の
功

利
主
義
が
毒
へ
胃
理
論
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
近
代
噌
職
誌
闘
の
再
．
漫
必
然
的
批
へ
尉
縫
箔
で
あ
る
二
女
溶
、
法
律
、
玖
治
、
逆
嫁
等
に
漏
す
る
理
論
で
あ
る
こ

と
が
想
超
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
出
講
美
し
い
利
他
的
原
理
の
支
配
す
る
人
間
艶
捺
が
数
多
く
仔
在
す
る
こ
と
は
否
定
猷
来
ぬ
富
・
貨
で
あ
ら
う
。
し

か
し
な
が
ら
功
利
性
の
調
理
に
遙
か
ぬ
λ
聞
油
田
の
腹
ぶ
範
褥
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
来
し
て
瓶
、
貨
金
般
に
現
嚢
に
血
ぶ
こ
と
な
漸
鐸
げ
し
う
る
で
あ

ら
う
か
。
到
底
期
待
し
・
二
な
い
こ
と
、
否
む
し
ろ
疑
く
R
ば
識
・
万
が
人
類
、
の
維
持
に
必
要
で
さ
へ
あ
る
こ
と
を
ベ
ン
タ
ム
が
斯
期
し
て
・
の
た
こ
と
は

鶴
に
み
た
懸
り
で
あ
る
。
敢
禽
理
論
と
し
て
繋
求
す
べ
き
入
…
岡
翻
係
は
、
溢
～
貿
に
飯
要
す
る
限
り
侮
人
と
い
へ
ど
も
原
則
的
に
至
ン
糠
せ
ざ
る
を
え
な

い
や
う
な
普
．
滋
的
な
關
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ン
タ
ム
の
晦
寂
し
た
入
鮒
の
本
質
認
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
尺
問
油
点
は
雷
然
こ
の
意
味
で
某
．

本
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戒
程
こ
の
騒
係
は
抽
陰
面
で
あ
り
鷺
悶
的
で
5
5
ら
ラ
．
、
し
か
し
、
摘
僚
的
一
斑
約
で
あ
る
の
が
近
代
母
家
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
る
国
章
の
特
色
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
小
篇
幽
で
の
椿
堂
的
な
原
理
に
基
く
言
開
鶉
繰
が
ど
れ
建
隻
く
び
・
齢
し
よ
う
と
も
、
一
、
ン

タ
ム
の
慈
本
的
八
…
岡
器
係
と
は
矛
盾
し
な
い
し
、
こ
の
罷
・
堅
野
鶴
瓢
が
近
魯
薩
パ
の
献
莫
で
・
あ
る
人
聞
に
と
っ
て
寡
在
的
で
、
し
か
も
率
質
的
な
開

係
で
あ
る
と
い
ふ
重
要
な
意
些
は
こ
の
や
う
な
糾
他
的
原
酒
の
び
在
に
よ
っ
て
何
等
駕
け
ら
れ
な
い
と
い
ふ
鮎
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．

五

　
こ
の
小
論
の
限
目
は
、
ベ
ン
タ
ム
の
幸
鵬
の
概
念
の
其
儀
的
内
容
と
祉
會
的
意
味
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
雨
冷
性
な

楡
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の
考
察
で
は
主
と
し
て
破
の
生
き
た
時
代
、
即
ち
イ
ギ
リ
ス
に
於
い
て
産
業
革
命
が
進

行
し
て
み
た
時
代
と
の
配
慮
に
於
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
蕨
の
幸
鵬
の
概
念
が
祉
舎
的
概
念
で
あ
り
、
現
費

の
祉
會
生
活
と
の
講
慮
に
於
い
て
の
み
安
當
性
が
落
石
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
事
苗
…
は
べ
ン
〃
ム
の
下

編
の
概
念
が
樹
高
λ
に
と
っ
て
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
み
る
や
う
・
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
ベ
ン
〃
ム
の
膨
面
睨
に
一
世

紀
以
上
の
年
月
が
渤
ぎ
て
お
り
、
樹
世
界
の
可
威
り
の
郡
下
は
爆
撃
機
制
王
悲
心
的
に
は
贅
太
－
帯
留
髄
制
を
維
持
し
て
み
る
に
も
掬
ら

ず
、
ベ
ン
タ
ム
の
時
代
と
比
較
す
れ
ば
署
し
く
褒
展
し
、
鍵
質
し
て
お
り
、
暦
本
的
な
学
界
の
陣
立
と
矛
盾
を
詮
議
し
て
み
る
こ
と
が
否
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志
し
え
な
い
重
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
丁
甦
會
的
概
念
で
あ
る
ベ
ン
タ
ム
の
幸
稿
の
概
念
一
－
及
び
こ
れ
を
目
的
と
す
る
功
利
主
義
そ

の
も
の
一
…
は
、
頑
癬
と
は
蓮
つ
た
歓
禽
的
歌
況
下
に
あ
る
我
湊
に
と
っ
て
画
然
轟
検
討
な
要
す
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
黙

に
つ
い
て
間
題
と
な
る
べ
き
黙
だ
け
を
麺
く
簡
翠
に
指
呼
し
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。

　
我
凌
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
べ
き
窮
柄
は
、
今
ま
で
に
明
か
に
さ
れ
た
や
う
な
べ
ン
タ
ム
の
幸
編
の
概
念
が
我
汝
に
と
っ
て
術
安
宿
す

る
か
ど
う
か
と
い
ふ
黙
で
あ
っ
た
。
こ
の
黙
を
楡
益
す
る
に
方
っ
て
、
問
題
を
二
つ
に
分
け
る
の
が
適
當
で
あ
ら
う
。
即
ち
先
の
註
で
如

才
さ
れ
た
や
う
に
、
彼
の
功
利
主
義
を
構
威
す
る
原
理
的
部
分
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
ベ
ン
タ
ム
に
到
る
傳
続
的
な
功
利
主
義
の
原
理

と
こ
れ
を
心
証
的
に
支
へ
る
勉
脅
的
な
力
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
先
づ
原
理
的
言
分
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
の
槍
討
は
先
に
蓮
べ
ら
れ
た
人
閥

の
費
在
的
本
質
と
、
こ
の
本
質
に
基
く
基
本
的
人
面
關
係
が
我
汝
に
と
っ
て
術
安
面
す
る
か
と
い
ふ
黙
に
向
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
だ
ら
う
。

幸
鵬
の
概
念
は
こ
の
二
つ
の
も
の
に
封
上
し
た
本
質
的
な
債
値
で
あ
り
、
封
象
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
心
の
費
在
的
本
質
は
一
般
的

に
い
っ
て
人
間
を
と
り
ま
く
環
境
に
前
髪
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ゼ
．
・
タ
ム
の
前
提
し
た
歪
面
的
本
質
．
を
簡
箪
に
自
愛
的
と
規
定
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
や
う
な
性
絡
は
人
間
を
と
り
ま
く
祉
會
的
環
境
が
人
聞
を
充
分
に
灘
足
せ
し
め
る
程
に
豊
富
且
つ
完
全
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
蔓

化
せ
ず
持
嘉
す
る
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
我
み
の
零
点
環
境
が
豊
富
と
完
全
と
か
ら
あ
ま
り
に
も
遽
い
の
が
現
歌
で
あ
る
以
上
、

ベ
ン
タ
ム
の
前
提
し
た
滞
在
的
本
質
は
歌
六
に
と
っ
て
も
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
質
上
自
愛
的
な
画
人
が
爾
基
本
的
に
矛
盾
な
く

亡
母
生
活
を
罷
み
う
る
根
披
が
生
産
の
分
業
と
交
換
の
廣
範
な
支
況
に
墓
く
基
本
的
入
聞
關
係
で
あ
っ
た
。
謡
本
主
義
の
獲
展
は
分
業
を

一
難
高
度
に
し
、
從
っ
て
交
換
の
支
配
を
釜
六
張
力
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
代
る
べ
き
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
翻
り
出
す
こ
と
が
想

像
出
獄
な
い
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
タ
ム
の
前
論
し
た
基
本
的
人
疲
部
署
も
亦
誠
汝
に
と
っ
て
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
Q
從
っ
て
こ

の
や
う
な
費
在
的
本
質
に
と
っ
て
必
然
的
追
求
の
勤
象
で
あ
り
、
基
本
的
人
間
關
係
に
支
へ
ら
れ
た
社
會
的
概
念
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
べ

ン
タ
ム
の
幸
鵬
の
概
念
は
、
・
本
質
的
な
僧
属
し
〕
し
て
術
我
六
に
安
忘
す
る
と
い
へ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
そ
れ
故
功
利
主
義
も
亦
原

理
上
我
汝
の
薩
愈
生
活
を
規
鱒
す
る
有
力
な
原
理
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
鵠
量
る
で
あ
ら
－
5
。
し
か
し
こ
の
黙
は
術
充
分
な
研
究
と
検
討

　
　
　
毒
灘
と
入
薄
の
塞
質
（
兜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
繊
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識
六

を
要
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
っ
て
、
將
來
の
課
題
と
し
て
保
留
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
功
利
主
義
の
原
理
を
支
へ
る
祉
愈
的
な
力
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ベ
ン
タ
ム
の
場
合
「
最
大
多
数
」
を
縫
威
す
る
當
時
の
漆
業
階

級
は
特
纏
階
級
か
ら
自
已
の
管
下
的
利
率
を
防
衛
す
る
こ
と
エ
、
新
し
い
就
會
膿
制
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
謄
本
的
利
釜
を

積
極
的
に
樹
下
さ
せ
る
こ
と
と
の
二
つ
の
黙
で
、
　
一
つ
の
共
通
の
利
釜
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
「
最
大
多
数
．
」
で
あ
る
こ
と
が
嵩
顧
る
と
確

僧
さ
れ
て
る
た
。
こ
の
二
つ
の
意
味
で
欝
時
の
産
業
階
級
を
「
最
大
終
身
」
と
考
へ
た
べ
ン
タ
ム
は
、
そ
の
當
時
の
隣
代
と
の
封
慮
か
ら

い
っ
て
必
ず
し
も
誤
っ
て
み
た
と
は
い
へ
な
い
だ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
後
の
歴
劇
的
推
移
の
事
實
は
ベ
ン
タ
ム
が
一
つ
の
共
通
の
利
釜
を

確
信
し
た
「
最
大
多
数
」
間
に
基
本
的
利
総
の
封
立
が
現
れ
、
普
遍
的
な
矛
盾
と
な
り
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
み
る
。
平
時
で
も
勿
論
こ
の

や
う
な
不
吉
な
事
態
の
豫
感
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
椹
階
級
と
の
封
立
と
い
ふ
比
重
が
専
大
で
あ
っ
た
た
め
に
充
分
認
め
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
無
期
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
「
最
大
多
数
」
が
共
逓
の
利
釜
に
よ
っ
て
結
ば
れ
な
い
で
、

利
害
が
基
本
的
に
封
立
し
、
縮
五
に
分
裂
す
る
こ
と
は
、
ベ
ン
タ
ム
の
幸
爾
の
概
念
に
と
っ
て
不
可
欲
の
重
大
な
前
提
像
件
の
潮
曇
で
あ

り
、
こ
の
や
う
な
事
態
に
直
面
し
て
み
る
我
粛
に
と
っ
て
産
業
階
級
が
「
最
大
多
数
」
な
構
威
す
る
と
い
ふ
ベ
ン
タ
ム
の
前
提
は
も
は
や

安
営
し
な
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
ペ
ソ
ク
ム
の
意
味
内
容
の
ま
鼠
で
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
編
」
と
い
ふ
命
題
を
我
六
の
祉
會

の
原
理
と
し
て
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
被
支
配
的
で
巌
窟
的
な
階
級
の
本
質
的
な
不
幸
と
苦
摘
と
を
蔽
ひ
か
く
す
許
す
べ
か
ら
ざ

る
俗
朧
と
な
る
で
あ
ら
う
◎
こ
の
や
う
な
儒
曄
こ
そ
ベ
ン
タ
ム
自
身
暴
露
し
、
そ
の
不
正
と
戦
っ
た
當
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
「
最
大
多
激
し
が
ベ
ン
ク
ム
の
意
味
内
容
に
於
い
て
は
も
は
5
5
・
我
々
に
安
忙
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
営
時
の
歌
況
下
で
愛
當
で

あ
っ
た
破
の
幸
輻
の
概
念
の
債
値
と
意
昧
と
を
い
さ
さ
か
も
傷
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
個
人
に
呈
し
て
い
へ
ば
、
元
來
各
人
は
そ
の
蒔

代
の
子
で
あ
り
、
魚
骨
も
同
様
思
想
に
於
い
て
杷
握
せ
ら
れ
た
そ
の
時
代
で
あ
る
」
（
延
Φ
ぴ
q
毘
”
”
8
馨
魯
巨
Q
。
，
◎
筈
β
ω
払
9
と
い
ふ
意
味

で
ペ
ソ
タ
ム
も
亦
評
便
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
、
特
に
現
費
在
と
の
封
憾
を
本
質
的
な
態
度
と
す
る
功
利
主
義
者
と
し
て
破
が
こ
の
や
う
に
評

債
さ
れ
る
の
は
當
撚
で
あ
り
、
そ
の
便
値
を
減
ず
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ら
う
。
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ベ
ン
タ
ム
の
幸
輻
の
概
念
の
杜
會
的
な
意
味
が
我
凌
か
ら
す
れ
ば
醜
に
過
去
に
な
っ
た
歴
典
謡
歌
況
と
の
封
慮
に
於
い
て
の
み
正
當
に

詳
儂
さ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
々
・
ム
の
功
利
主
義
思
惣
は
そ
の
耳
、
膿
的
な
内
容
の
上
で
は
　
臆
我
々
に
と
っ
て
麟
に
濾
・
曇
の
も
の
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
も
出
翻
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
彼
の
思
想
内
容
を
し
て
過
去
の
も
の
た
ら
し
め
、
も
は
や
魏
在

の
我
々
に
安
當
せ
し
め
な
い
や
う
に
褒
謝
し
、
塗
．
質
し
た
現
在
の
肚
會
的
撒
況
そ
の
も
の
は
如
何
に
評
償
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
端
的

に
結
論
を
い
ふ
な
ら
ば
、
ベ
ン
ク
ム
の
幸
輻
の
櫻
念
に
と
っ
て
凹
く
べ
か
ら
ざ
る
現
費
的
條
件
で
あ
る
産
業
階
級
間
の
利
爺
の
調
和
が
失

は
れ
、
こ
れ
に
基
本
的
封
立
が
代
る
こ
と
に
よ
っ
て
賛
本
主
義
祉
禽
自
髄
が
本
質
的
な
顯
で
自
己
矛
盾
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
と
。
何
故

で
あ
る
か
。
ベ
ン
タ
ム
が
前
提
し
た
や
う
な
人
間
の
賢
在
的
本
質
と
恭
本
的
人
間
關
係
と
が
術
前
提
せ
ら
れ
る
限
り
、
祉
會
そ
の
も
の
に

と
っ
て
本
質
的
な
事
柄
は
個
人
の
幸
輻
の
共
存
と
し
て
の
肚
會
全
澱
の
幸
輻
を
可
能
に
す
る
肚
癬
空
薫
を
あ
ら
ゆ
る
方
錐
を
絶
し
て
灘
持

す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
黙
に
こ
そ
慰
謝
の
最
大
の
功
利
性
が
あ
り
、
こ
の
功
利
性
が
祉
舎
の
眼
目
で
あ
っ
て
、
謎
會
の

正
當
性
の
根
披
も
亦
こ
の
黙
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
鵬
」
と
い
ふ
命
題
は
こ
の
意
味
で
本
質
的
な
黙
に
思
し
て
阯

會
の
あ
る
べ
き
艶
態
を
示
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
こ
れ
に
反
し
て
基
本
的
利
釜
の
賢
立
が
現
れ
る
こ
と
は
支
配
と
隷
鋤
の
野

里
を
生
み
、
隷
陣
す
る
人
々
1
…
製
糖
の
大
繋
属
の
入
々
一
が
本
質
的
活
動
な
阻
害
さ
れ
て
本
質
的
手
組
を
失
ひ
、
費
在
的
本
質
そ
の

も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
Q
こ
の
や
う
な
欺
品
態
は
多
く
の
人
汝
を
不
幸
に
陥
れ
る
否
定
的
人
間
關
係
で
あ
る
が
故
に
、
野

里
と
し
て
は
本
質
的
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
歌
態
、
鄭
ち
功
利
性
の
拠
失
で
あ
り
、
そ
の
自
己
矛
盾
の
暴
露
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の

や
う
な
否
定
的
人
間
關
係
を
生
み
出
し
た
も
の
は
、
利
已
的
に
振
舞
ふ
梱
人
の
験
徳
的
資
性
や
、
人
里
の
一
般
的
な
利
己
的
傾
向
に
求
む

べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
利
己
的
活
動
を
許
す
融
倉
的
條
件
に
求
．
む
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
無
爵
は
次
の
や
う
に
い
ふ
べ
き
で
あ

ら
う
。
尊
上
主
義
祉
脅
に
於
い
て
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
輔
」
が
最
高
の
原
理
と
し
て
支
配
し
う
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
，
礁
信
と
見
画
し
と

を
持
つ
た
黙
で
ベ
ン
タ
ム
は
誤
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
の
見
通
し
た
や
う
に
ゆ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
祉
倉

は
自
已
矛
盾
を
暴
移
し
た
の
で
あ
る
と
。
こ
の
や
う
な
就
會
の
狸
藻
累
累
は
我
々
に
と
っ
て
否
定
的
運
命
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら

　
　
　
幸
鵜
之
入
鶏
の
露
質
（
驚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
七
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篇
縫

う
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
や
う
な
矛
盾
も
入
鼎
闘
の
實
在
的
本
質
の
否
定
的
猴
現
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
審
槻
的
な
報
恩
條
件

に
制
約
さ
れ
て
、
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
の
疎
外
へ
と
否
定
的
に
作
用
．
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
現
代
の
磯
魚
的
歌
況
の
客
観
的
で
正
當
な
評
儂
と
い
ふ
こ
と
は
譜
代
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
必
要
譲
く
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
り
な

が
ら
、
同
時
に
叉
至
難
の
業
で
も
あ
る
◎
ペ
ン
ク
ム
の
功
利
主
義
の
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
そ
の
評
債
は
以
上
の
や
う
に
否
定
的
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
Q
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
や
う
な
否
定
的
状
冴
に
鋤
し
て
如
何
に
勤
評
す
べ
き
で
あ
る
か
。
岡
じ
く
べ
ソ

タ
ム
の
立
揚
か
ら
意
想
さ
れ
る
一
つ
の
方
向
を
指
摘
し
て
お
か
う
Q
現
代
の
歌
況
が
否
定
的
で
あ
る
と
綱
断
さ
れ
る
根
譲
で
最
も
重
要
な

も
の
は
、
ベ
ン
ク
ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
否
定
的
人
間
關
係
に
基
く
多
数
の
人
間
の
幸
囁
か
ら
、
の
疎
外
、
齪
ち
不
幸
と
苦
滴
で
あ
る
。
從

っ
て
目
指
す
べ
き
目
標
は
現
在
不
幸
で
あ
る
人
六
を
も
含
め
て
砒
會
全
般
の
幸
輻
、
郎
ち
「
最
大
多
重
の
最
大
幸
爾
」
！
一
・
ベ
ソ
タ
ム
と

は
異
っ
て
、
現
代
に
封
憾
し
た
意
味
内
容
を
も
つ
た
も
の
と
し
て
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
こ
の
目
的
に
謝
慮
す
る
其
膿
的

な
方
策
は
現
賢
に
存
在
す
る
否
定
的
人
間
關
係
を
肯
定
的
な
も
の
に
縛
換
せ
し
め
て
、
融
會
の
機
能
が
こ
の
最
高
目
的
に
封
ず
る
功
利
性

を
も
つ
や
う
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
賓
際
に
は
容
易
な
ら
ぬ
阯
愈
改
革
を
意
味
し
て
み
る
Q
ベ
ン
タ
ム

が
題
下
の
否
定
的
∵
な
阯
會
歌
況
に
封
し
て
と
っ
た
態
度
が
ま
山
議
」
に
こ
の
や
う
な
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先
に
防
術
的
改
革
的
と
規
定
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
砒
會
の
欺
況
が
否
定
的
で
あ
る
限
り
、
ベ
ン
ク
ム
の
功
利
主
義
に
と
っ
て
は
基
本
的
な
態
度
で
あ
り
、
正
當
な
就

會
の
要
求
と
し
て
賢
践
的
必
然
性
を
も
つ
て
將
來
へ
の
進
む
べ
き
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
Q

　
我
々
が
基
本
的
に
い
だ
く
最
高
属
的
も
、
叉
そ
の
た
め
に
渇
指
す
馳
曾
の
改
革
も
賢
際
に
貧
親
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
事
務
で
あ
る
。
こ

の
最
高
目
的
も
、
叉
改
革
も
共
に
現
賢
に
本
質
を
疎
外
せ
ら
れ
た
人
六
に
封
尊
し
て
る
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
汝
に
と
っ
て

重
要
な
問
題
は
こ
の
目
的
を
費
覇
す
る
た
め
に
軍
費
に
改
革
を
推
薦
し
う
る
祉
質
的
な
力
の
費
膿
を
探
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ら
う
。
祉
會
に
基
本
的
な
利
釜
の
封
立
が
存
在
す
る
限
り
、
こ
の
や
う
な
ヵ
は
入
間
的
に
い
っ
て
最
大
多
数
を
構
威
す
る
一
つ
の
階
級
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
賢
膿
が
何
で
あ
る
か
、
叉
最
高
賦
的
の
週
期
の
た
め
に
不
可
鋏
の
條
…
件
で
あ
る
「
最
大
多
激
」



間
の
利
釜
の
調
和
の
容
槻
的
根
心
は
何
で
あ
る
か
等
時
が
充
分
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
黙
が
も
し
明
か
に
せ
ら
れ
え
た

と
す
れ
ば
、
「
最
大
多
望
〃
」
が
其
腿
的
に
何
で
あ
り
、
「
最
大
総
顕
醐
」
の
具
．
融
…
庭
内
瞬
伸
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
明
か
に
な
る
で
あ

ら
う
。
こ
の
場
合
に
は
ベ
ン
ク
ム
と
は
異
っ
た
興
膿
的
内
容
を
も
つ
て
、
し
か
も
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義
の
立
位
を
受
け
礫
ぎ
な
が
ら
、

「
最
大
多
量
の
最
大
幸
輻
」
と
い
ふ
命
題
が
我
六
の
葭
的
と
な
る
こ
と
が
出
由
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
や
う
な
探
求
は
恐
ら
く
非

常
に
閣
急
な
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
ベ
ン
ク
ム
の
功
利
主
嚢
の
立
場
が
本
質
的
に
要
求
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
我
流
は
次
の
や
う
に
い
ふ
こ
と
が
出
際
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義
ー
ホ
ッ
ブ
ス
の
徳
統
に
立
つ
も
の
と

し
て
一
は
現
費
的
な
祉
會
理
論
で
あ
る
た
め
に
、
現
嚢
の
歴
皮
的
祉
會
酌
欺
況
に
封
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
破
の
理
論
の
具
燧
的
内
，

容
は
言
論
の
時
代
に
勤
許
す
る
も
の
と
し
て
富
浜
的
に
制
約
せ
ら
れ
、
こ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
の
み
正
當
に
評
債
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
Q
從
っ
て
永
遠
に
安
楽
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
特
定
の
時
代
に
の
み
安
當
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
功
利
主
義
の
前
提
t
人
肥
の
賢

在
的
本
質
と
基
本
的
人
指
数
係
一
が
存
在
す
る
限
り
、
功
利
主
義
は
如
何
な
る
時
代
に
於
い
て
も
入
間
の
費
在
的
本
質
の
謎
會
的
な
肯

定
を
意
味
す
る
「
最
大
多
激
の
最
大
幸
輻
」
を
常
に
最
高
の
目
的
と
し
、
こ
れ
を
費
現
す
る
た
め
の
飯
詰
や
根
擦
や
方
策
を
誠
費
に
探
求

す
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
x
に
功
利
主
義
の
精
淋
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

そ
れ
故
我
々
が
ベ
ン
ク
ム
の
思
想
の
具
膿
的
内
容
に
冷
し
て
、
饒
に
我
汝
の
時
代
に
安
質
せ
ず
、
我
汝
に
と
っ
て
過
去
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
破
の
時
代
に
の
み
愛
古
す
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
破
を
通
去
の
申
に
葬
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
や
う
に
我
湊
が

断
定
す
る
場
合
、
彼
が
彼
の
時
代
に
燃
し
て
功
利
主
義
の
立
場
に
誠
費
で
あ
っ
た
や
う
に
、
我
々
は
我
々
の
時
代
に
附
し
て
同
じ
立
揚
に

基
い
て
誠
費
で
あ
る
こ
と
を
彼
の
功
利
主
義
の
精
紳
か
ら
要
求
さ
れ
て
る
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
こ
の
意
味
に
於
い

て
ベ
ン
タ
ム
は
樹
我
汝
の
申
に
生
き
て
み
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
（
　
九
丑
五
・
　
○
・
二
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
管
　
大
霞
大
撃
女
學
部
〔
倫
遇
學
〕
助
殺
提
）

lg7

導
藤
と
人
関
㊧
塞
償
（
完
）

紫…



happen　in　South　and　S．　W．　Asia，

traposition　was　then　introduced

given　it　ethical　modifications．

and　the　thus　originated　idea　of　con－

to　the　higher　religions，　which　have

”　‘　Ilappilless　and　Huraan　Nature　’一〇n　IBentham’s

　　　　　　　　　　　　　　　Ide，i　of　1－lappiness　II

By　Yutaka　Kiskihata

　　This　paper　discusses　the　problem　reserved　in　in＞r　preceding　study　on

‘　Happiness　and　an　Existence　of　Man　’，　that　is，　the　problem　ofi　necessity

contained　in　Bentham’s　idea　ofi　happiness．　For　it　is　one　oE　the　three

points　the　clarlfication　of　which　is　required　for　proving　the　adequacy　o£

the　idea　；　and　this　has　been　my　fundamental　question　from　the　beginning

of　my　preceding　study．　But　prior　to　the　consideration　of　the　problein

we　have　to　begin　what　nature　of　man　is　presupposed　by　Bentham．

According　to　Bentham，　the　real　nature　of　man　as　an　individutal　is　an

interested　and　passionate　natural　being　characterized　by　self－regard，　and

’to　such　beings　the　funclamental　social　re1ation　is　their　mutual　dependence

mediated　by　the　social　mechanism　of　division　efi　labour　and　exchange．

In　this　respect　man　must　simu／taneously　be　called　a　social　being．

　　Thus　human　nature　has　both　active　and　passive　aspects：　it　is　at　the

same　time　interested　and　passionate，　and　this　is　the　1〈ind　of　man　pre－

supposed　by　Bentham　in　his　philosoplay．　Because　of　this　nature　man

cannot　be　sufficient　to　himselt，　if　he　seel〈s　h1s　own　satisfaction　he　must

do　so　in　his　relations　to　sofne　external　objects．　As　such　a　man　is　a

natura1　and　social　being，　so　those　objects　alse　are　natural，　and　soclal；

ancl　as　these　are　independent　o£　him，　it　is　not　always　assured　to　him　to

gain　the　objects　necessary　and　satisfactory　to　him．　This　circumstance

難ecessarily斑akes　man　interested　and　passionate，　and　it　see皿＄to　be　a

general　experience　for　a　man　to　feel　anxiety　and　distress　in　many

cases　of　his　life．　ln　view　of　this　fact　we　may　say　that　man　must　pursue
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happiness．　To　Bentham’s，　therefore，　happiness　is　an　essential　ebject　er”

value　which　man　with　such　a　na撫re磁ust　always　pursue。　In　this　se無se，

then，　the　idea　of　happiness　has　its　necessity．

　　Having　examined　all　the　three　poi2its　（two　in　the　preceding　study　and

one　in　this），　we　may　conclude　that　Bentham’s　idea　of　happiness　is

adequate　with　regard　to　the　social　situation　of　his　time．　ln　a　word，

this　idea　meant　happiness　as　a　basic　interest　of　capitalistic　man　who

was　becoming　powerfu1　in　the　social　life　o£　the　day．

　　In　England　at　tkat　time　1ndustrial　revolution　was　going　on．　The

industrial　peop！e　were　opposed　to　the　privileged　aristocrats　and　in　theier

struggle　against　the　latter　they　grew　into　an　influencial　class．　Bentham’s

idea　ef　h－c　pplnes’b’　standing　fer　the　basic　interest　ofi　this　class　had　a

twofold　social　meaning．　On　the　one　hand　it　is　defiensive－creformative；

on　the　other　hand，　it　is　constructive－developmenta！．　The　great　social

significance　o£　Bentham’s　utilitarianism　consist＄　in　its　contribution　to

tbe　establishment　of　the　capitali＄tic　system，　which　was　one　of　the　grea－

test　historical　accomplishments　at　tliat　tlme　not　only　to　the　industrial

class　but　to　the　world．

　　But　there　is　no　denying　the　fact　that　the　industrial　c1ass　came　eo　be

divided　against　itself　dtie　to　the　opposition　of　basic　intei’ests，　quite　coxx－

trary　to　Bentham’s　intention　in　those　torinative　clays　of　the　capitalistic

system．　Aceordingly　we　must　say　that　Ben£ham’s　idea　of　happiness

is　no　more　adequate　to　our　present　situation　in　so　far　as　its　concrete

contents　are　concerned．　But　‘the　greatest　happiness　efi　the　greatest’

number’　is　still　today　a　va1id　purpose．　Only　we　have　to　form　a　new

idea　of　happiness　with　new　concrete　contents　which　are　really　adequate

te　the　present．　ln　this　sense，　then　tke　spirit　of　Bentham’s　utilitarianism

is　st呈II　1呈V圭鷺g　in　our　heart．

；it　For　the　Japanese　originac　l　of　this　article，se　Vol．　1　XXVIII，　No．　12，　Vol．

　　XX．　XIX，　No．　1，　＆　2．
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